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統合薬学教育開発センター 

統合薬学教育開発センターは、文部科学省により選定された「横断的統合型教

育による創薬・育薬力育成プログラム」（平成２２－２６年度）を実施するため、

京都大学大学院薬学研究科の附属施設として２０１０年４月に設置されました。

本センターには、医薬品開発教育分野、創薬科学教育分野、実践臨床薬学分野の

３専任分野が設置されており、別途、情報関係の教育を担当する情報科学教育分

野も並置し、医薬創成情報科学専攻の教員２名が兼任しています。	

	

統合薬学教育開発センターの取り組み	

	 医薬品開発は、創薬ターゲット探索、リード化合物の創成・最適化、有効性・

安全性評価、臨床研究等、多岐に渡る一連のプロセスからなります。近年、従来

の流れに沿って各プロセスを個別に進めるだけでは開発が困難な対象化合物が

多く、新たにプロセス全体を俯瞰した開発が求められています。従ってこれから

の創薬科学者には、個別の専門領域のスペシャリストの資質のみならず、医薬品

開発プロセス全体を視野に分野横断的な知識、技能、態度を兼ね備えていること

が不可欠となります。	

	 京都大学薬学部・薬学研究科では、薬学における“創”と“療”の拠点形成を教育・

研究の基本的理念として掲げ、大学設置基準に基づき、学部教育においては、平

成１８年度に導入された高度な薬剤師教育を目指す６年制教育制度と、創薬研

究者を初めとする多様な人材の養成を目的とする４年制教育制度を並置し、各

制度の学生が他方の制度のカリキュラムを履修して相互に科目を取り合うこと

ができる等、分野横断的な教育を提供できる環境整備に努め、各領域でのスペシ

ャリスト養成を目指して教育を進めています。	

	 本センターにおいては、これからの創薬に求められる能力を育成するため、こ

れまでの個別の専門領域のスペシャリストの資質育成教育に加え、医薬品開発

を俯瞰的に捉え患者に良質の薬物治療を提供するという薬学の本質に関わり、

統一的に必要とされる薬学統合基礎教育を新規に展開することを目的とし、新

薬学教育制度下での各学科の枠を超えて、医薬品研究現場への参加・体験型学習
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及びモデル医薬品開発・医療応用事業への参加を想定した問題解決型の演習・実

習を中心とした新たな教育カリキュラム「創薬･育薬力育成プログラム」を構築

してきました。その成果を高学年、大学院教育で進展させることによって分野横

断的な創薬･育薬力を持った先導的創薬研究リーダーを育成するための横断的

統合型教育のプラットフォームを築き、学士力を総合的に高める教育システム

の構築を進めています。	

 

実施体制 

 
現在、統合薬学教育開発センターは医薬品開発教育、創薬科学教育、実践臨床薬

学、情報科学教育の４分野からなっています。各分野の教員については以下の通

りです。	

 
統合薬学教育開発センター 

 

センター長 中山和久（兼） 教授 

医薬品開発教育 高須清誠（兼） 教授 

 久米利明（兼） 客員教授 

創薬科学教育 高倉喜信（兼） 教授 

実践臨床薬学 山下富義 教授 

 米澤淳（兼） 准教授 

 津田真弘 講師 

 宗可奈子 助教 

 傳田将也 助教（特定） 

情報科学教育 掛谷秀昭（兼） 教授 

 大石真也（兼） 准教授 
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統合薬学教育開発センター 
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薬学研究 SGD 演習		

	

	

	

薬学部１回生を対象として、将来研究を行う上で必要とされるコミュニケーシ

ョン能力やプレゼンテーション能力、リーダーシップなどの基本的資質を養う

ことを目的として講義や演習を行いました。	

グループワークを多く取り入れ、ロジカルシンキングやディベート、コミュニケ

ーション技術の基礎などについて学びました。後半では、研究室への見学を行い

プレゼンテーションの基礎についても学びました。また事前に作成したルーブ

リック評価表に基づき、学生同士がお互いを評価し合うピア評価も取り入れま

した。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目ナンバリング U-PHA00 1C501 SJ86

授業科目名
　<英訳>

薬学研究SGD演習 
SGD Classes for Pharmaceutical Research

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 薬学研究科 高須　清誠
教授 薬学研究科 山下　富義
准教授 薬学研究科 柿澤　昌
講師 薬学研究科 矢野　義明
講師 薬学研究科 津田　真弘

 薬学研究科 薬学研究科教員
配当
学年  1回生以上 単位数  2  開講年度・

  開講期   2019・
   前期 曜時限  水4,5 授業

形態  演習 使用
言語   日本語 

学科  薬学部,薬科学科,薬学科 科目に対する区分  選択
 [授業の概要・目的]
医薬品の創製から適正使用に渡る幅広い薬学領域において創造的な研究活動を実践するためには、十分な基礎学力に
加えて、自ら目的を設定し挑戦する行動力、組織や社会と関わり情報を発信する高いコミュニケーション能力、プレ
ゼンテーション能力、リーダーシップが求められる。本授業では、その資質を高め素養を磨く学部授業の始まりに際
し、薬学に関連する基本的な問題を取り上げた演習やグループ討議を行うことによって、科学的に思考し主体的に行
動する基本的な能力を身につける。

 [到達目標]
１．好奇心をもってトピックを深く探求する。
２．情報を多面的に分析し、批判的に捉えて文脈の重要性を評価できる。
３．他者の知的・感情的側面を認識し、円滑にコミュニケーションを図ることができる。
４．明確で一貫した話の構成を考え、思慮深く言葉を選んでプレゼンテーションできる。
５．他者の考えを発展させたりメンバーの貢献を建設的に積み重ね、チーム活動を円滑かつ効果的に進められる。

 [授業計画と内容]
１．オリエンテーション
２．ロジカルシンキングの基本を学ぶ
３．ディベートの基本技術を学ぶ
４－５．コミュニケーション技術を学ぶ
６－９．創薬研究（化学・物理系）について考える
１０－１３．創薬研究（生物・医療系）について考える
１４．医療・生命倫理について考える
１５．まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
・グループワークへの参加評価（３０％）
・発表の評価（３０％）
・提出物（グループワークに関わるもの、ミニレポートなど）の評価（４０％）
グループワークは、主体的な学び・課題への取り組み・コミュニケーション・グループ活動への貢献の観点から評価
する。
発表は、ディベート、プレゼンテーション、ディスカッションのスキルを評価する。
提出物は、課題内容に対する理解度、文章の表現力や論理性により評価する。
なお、それぞれの評価はルーブリックに基づいて実施する。

薬学研究SGD演習  (2)へ続く↓↓↓

110

110
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薬学研究SGD演習  (2)

 [本講義と関連する講義]
基礎創薬研究、基礎臨床研究、医薬品開発プロジェクト演習１・２、特別実習

 [対応するコアカリキュラム一般目標（薬学科）]
A(2)(3)(5)、G(1)(2)(3)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
本演習では、授業時間外の学習が前提となる。事前に与えられる課題を個人もしくは
グループ単位でこなし、授業でその内容についての報告や討議ができるように準備すること。また、適宜、授業内容
に関する「ミニ」レポートが課され、これに基づいて成績評価がなされるので注意すること。

（その他（オフィスアワー等））
授業は演習やグループ討議を中心に展開されるので、積極的な参加が強く求められる。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。

111

111
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SGDルーブリック
項目 観点（能力） レベル４ レベル３ レベル２ レベル１

主
体
的
な
学
び

好奇心を抱く
テーマに高い興味を示し、トピックを深く探
求して、洞察や情報を提供する。

テーマに興味を示し、トピックを探求し
て、洞察や情報を提供する。

テーマに軽い興味を示し、トピックを一
定のレベルで探求して、洞察や情報をと
ころどころに提供する。

テーマに最小限の興味を示し、トピック
を浅く探究するだけで、基本的な事実を
越える洞察や情報を提供しない。

知識やスキルを応用する
以前の学習を参照し、修得した知識やスキル
を、新たな状況での理解やパフォーマンスの
提示に応用し、常に有効なエビデンスを提示
する。

以前の学習を参照し、修得した知識やス
キルを、新たな状況での理解やパフォー
マンスの提示に応用し、エビデンスを提
示する。

以前の学習を参照し、修得した知識やス
キルを、新たな状況での理解やパフォー
マンスの提示に応用しようとする。

以前の学習を参照するものの、知識やス
キルが、新たな状況での理解やパフォー
マンスの提示に応用することはできてい
ない。

情
報
の
扱
い 情報を多面的に捉える

適切なソースからの詳細な情報を総合的に扱
い、さまざまな観点やアプローチについて述
べている。

適切なソースからの詳細な情報を示しな
がら、さまざまな観点やアプローチにつ
いて述べている。

適切なソースからの情報を示しているが、
限られた観点やアプローチについてしか
述べられない。

情報を提示して説明を試みるが、情報
ソースが不適切であったり、限られた観
点やアプローチについてしか述べられな
い。

情報を分析する
論拠を整理して総合的に扱い、問題の焦点に
関連する重要な点を明らかにしている。

論拠が整理されており、問題の焦点と関
連する点を明らかにしている。

論拠がある程度整理されているが、その
整理が問題の焦点との関連を明らかにす
るには不十分である。

論拠は並べられるものの、整理が不十分
であり、問題の焦点と関連しない点を取
り上げている。

オ
ー
ラ
ル
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン

中心的なメッセージを表
現する

中心的なメッセージが明確で、説得力をもっ
ている。

中心的なメッセージが明確であり、サ
ポート資料で支えられている。

中心的なメッセージは理解可能であるが、
記憶に残るものではない。

中心的なメッセージは推測できるものの
明確には述べられていない。

言葉を選んで話す 言葉の選び方が思慮深く、説得力がある。 聞き手に応じて言葉を選びながら適切に
話をする。

聞き手に応じて言葉を選ぶが、言葉が平
凡で、効果が限定的である。

言葉の選び方が不明確で、話に対する効
果は最小限に留まっている。

共感する
他者の知的・感情的側面を認識し、他者の感
情に適切かつ効果的に働きかけ、コミュニ
ケーションを円滑にしている。

他者の知的・感情的側面を認識し、共感
的態度を示しながらコミュニケーション
を試みている。

他者の知的・感情的側面の差異を識別し
ているが、自らの感情をうまく調整でき
ていない。

他者の知的・感情的側面の差異を識別し
ようとするが、自らの価値観で反応して
いる。

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン

サポート資料を作成する
サポート資料がプレゼンテーションを大いに
支持し、関連する情報や分析に対する言及を
明解なものにし、引き立てている。

サポート資料がプレゼンテーションをお
およそ支持し、関連する情報や分析に対
する言及を適切なものにしている。

サポート資料がプレゼンテーションを部
分的に支持し、関連する情報や分析に対
する言及がなされている。

サポート資料がプレゼンテーションを最
低限支持し、関連する情報や分析に対す
る言及がなされている。

話 し 方 （ 姿 勢 、 ゼ ス
チャー、アイコンタクト、
声の表現）を意識する

話術が巧みで、プレゼンテーションを説得的
にしており、話者が洗練され、自信のあるよ
うに見える。

話術がプレゼンテーションを興味深くし
ており、話者が落ち着いて見える。

話術がプレゼンテーションを理解可能に
しているが、話者が自信なさげである。

話術がプレゼンテーションの理解を妨げ
ており、話者が落ち着きなく見える。

チ
ー
ム
活
動

話し合いに貢献する 他者の考えを発展させ、解決方法や行動計画
を提案している。

作業を前進させるために新たな示唆を与
えている。

メンバーと考えを共有し、意見を発する
が、貢献は限定的である。

メンバーと考えを共有するが、グループ
の作業を前進させない。

他者の貢献を促す
メンバーの貢献を建設的に積み重ね統合する
ことによって、メンバーが議論に貢献するの
を促進している。

他者の見方を言い換えたり、要点を明確
にする質問を行うことで、メンバーが議
論に貢献するのを促進している。

他者の意見を確認したり、後押しするこ
とで、メンバーが議論に貢献するのを促
進している。

発言の機会を譲ったり、他者の意見を遮
ることなく傾聴することで、メンバーを
チーム活動に参加させている。

議論の対立に対応する
対立に直接言及し、チーム全体の結びつきや
将来的な効果を高めるやり方で、その対立に
取り組み解決することを建設的に助けている。

対立を認識し把握した上で、議論に取り
組み続けようとする。

対立から離れて、共通の基盤や当座の課
題に目を向け直そうとする。

代替的な視点や意見を受動的に受け入れ
ている。
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選考にあたって特に重視した点 ？（20項目から５つ選択）

(%)
コミュニケーション能⼒ 82.4
主体性 64.3
チャレンジ精神 48.9
協調性 47.0
誠実性 43.4
ストレス耐性 35.2
論理性 23.6
責任感 22.1
課題解決能⼒ 19.8
リーダーシップ 17.1
柔軟性 15.0
潜在的可能性（ポテンシャル） 13.5
専門性 12.0
創造性 11.1
信頼性 10.9
⼀般常識 6.5
語学⼒ 6.2
履修履歴・学業成績 4.4
留学経験 0.5
その他 3.9

履修履歴・学業成績

選考にあたって特に重視した点 ？（20項目から５つ選択）

社会⼈基礎⼒

•社会⼈基礎⼒とは、
–職場や社会の中で多様な人々と共に仕事を
していくために必要な基礎的な能⼒

•社会人基礎⼒を構成する三つの⼒
–前に踏み出す⼒ （アクション）
–考え抜く⼒ （シンキング）
–チームで働く⼒ （チームワーク）

前に踏み出す⼒︓アクション

•主体性
– 自ら進んで取り組む姿勢
– 組織のポジションに応じて具体的な⾏ を考え、進んで⾏ す
ることができる．

•影響⼒
– 他⼈に働きかけ巻き込む⼒
– 指⽰や命令といった⼀⽅的な働きかけだけでなく、意⾒交換を
通じて協調関係を築くことができる．

•実⾏⼒
– 目的を設定し確実に⾏ する⼒
– 具体的な目的とその達成のための目標を設定し、その達成状況
を常にチェックしながら、必要に応じて調整を図り、成果に結
びつけることができる．

考え抜く⼒︓シンキング

•課題発⾒⼒
– 現状を分析し目的や課題を明らかにする⼒
– 現状の把握から情報の整理・分析を通じて問題を抽出し、取り組
むべき課題を選定することができる。

•計画⼒
– 課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する⼒
– 達成すべき目標値、目標達成までの期間、必要な資源など多面的
に検討し、計画を⽴案する。調整機能を設け、実⾏途中でも目標
値やスケジュールの⾒直しなど柔軟に対応できる。

•創造⼒
– 新しい価値を⽣み出す⼒
– 先入観に捉われない柔軟な発想ができ、アイデアやひらめきを大
切にして、冷静な判断の下効果的に活⽤できる。

チームで働く⼒︓チームワーク （１）

•発信⼒
– 自分の意⾒をわかりやすく伝える⼒
– 単に⼀⽅的に伝えるのではなく、相手の考えや気持ちに配慮
しながら理解を得ることができる。

•傾聴⼒
– 相⼿の意⾒を丁寧に聴く⼒
– 先入観や思い込みを排除し、相手の発⾔を素直に受け留め、
相手の意⾒を正確に把握することができる。

•柔軟性
– 意⾒の違いや⽴場の違いを理解する⼒
– 組織における各メンバーの位置づけを客観的に認識して、各
メンバーから発信される意⾒を理解することができる。

チームで働く⼒︓チームワーク （２）

•情況把握⼒
–自分と周囲の⼈々や物事との関係性を理解する⼒
–各メンバーの置かれている状況や周囲の環境の変化を的確
に把握し、必要に応じて他のメンバーを⽀援したり、適切
に⾏ することができる。

•規律性
–社会のルールや⼈との約束を守る⼒
–組織の⼀員としての責任を⾃覚し、組織活 が円滑に進む
ように⾏ することができる。

•ストレスコントロール⼒
–ストレスの発⽣源に対応する⼒
–ストレスと向き合いうまくコントールすることで、互いの
人権を尊重して健康的な生活が送ることができる。

時間外学習

•本日オリエンテーションで配布した「SGD
ルーブリック」をじっくり読んで、現在の⾃
分を評価して下さい。

※SGDルーブリックは本演習を通じて使⽤しますので、無くさないように
して下さい。

• PandAより「ルーブリック評価記入表」をダ
ウンロードし、日付と⾃⼰評価結果を入⼒し
て、個人フォルダにアップロードして提出完
了です。 締切︓4/16（火）18:00
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地域医療薬学2 

	

	

	

	 現在薬剤師に求められる職能は多様化している。その中でも高齢化社会を迎

え特に重要となる在宅医療など地域との密接な関わりが重要になってきていま

す。地域医療薬学 2では、医療施設間での連携やプライマリケア、セルフメディ

ケーションについて自らが主体的に考え意見を述べる能力を養うことを目標と

しました。また、代表的症候を提示し、患者背景、既往歴および薬歴、客観的所

見、患者の訴え、諸検査の結果および処方内容、経過、利用可能な社会資源など

から、薬学的管理の課題分析を実施し、その対応について討議を行い、これらを

通して、医療の担い手として地域医療に参画し地域で活躍できる薬剤師に求め

られる基本的知識とそれらを活用するための基本的態度の修得を行いました。	

授業形態についてもグループワークなども取り入れつつ行い、学生が能動的に

授業に参加するようにしました。	
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科目ナンバリング U-PHA12 3B310 LJ86

授業科目名
　<英訳>

地域医療薬学２
Community Clinical Pharmacy2

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 薬学研究科 山下　富義
講師 薬学研究科 津田　真弘
助教 薬学研究科 宗　可奈子

配当
学年  4回生以上 単位数  2  開講年度・

  開講期   2019・
   前期 曜時限  水1 授業

形態 講義・演習 使用言語   日本語 

学科  薬学科 科目に対する区分  指定（薬学科）
 [授業の概要・目的]
超高齢社会を迎えた日本の医療現場では在宅医療などの必要性が増している。また、医薬分業の進展により薬剤師の
職能は様々に変化している。本授業では、医療施設間の連携やプライマリケア、セルフメディケーションについてグ
ループ討議を通して自らが主体的に考え意見を述べる能力を養う。また、代表的症候を提示し、患者背景、既往歴お
よび薬歴、客観的所見、患者の訴え、諸検査の結果および処方内容、経過、利用可能な社会資源などから、薬学的管
理の課題分析を実施し、その対応についてグループ討議を行う。これらの活動を通して、医療の担い手として地域医
療に参画し地域で活躍できる薬剤師に求められる基本的知識とそれらを活用するための基本的態度を修得する。

 [到達目標]
１．地域医療における他職種、他施設および行政との連携の重要性を認識し、薬剤師の果たすべき役割を自覚する。
２．要指導医薬品・一般用医薬品及びセルフメディケーションに関する基本的知識を修得し、これらを適切に活用す
る基本的技能、態度を身につける。
３．代表的な症候を示す症例の薬学的管理に関する課題を様々な視点から分析しその対応策を立案できる。
４．自身および他者の意見を論理的に整理・統合し、プレゼンテーションする能力を身につける。

 [授業計画と内容]
１．地域におけるチーム医療（１）：地域の保健、医療、福祉に関わる職種とその連携体制およびその意義
２．地域におけるチーム医療（２）：地域における医療機関と薬局薬剤師の連携（討議）
３．地域におけるチーム医療（３）：地域から求められる医療提供施設、福祉施設及び行政との連携（討議）
４．セルフメディケーション（１）：プライマリケア、セルフメディケーションの重要性および代表的疾患・症候に
使用する要指導医薬品・一般用医薬品（討議）
５．セルフメディケーション（２）：代表的な症候を示す来局者に関する適切な情報収集、疾患の推測および受診勧
奨を含む適切な対応（討議、ロールプレイ）
６．セルフメディケーション（３）：代表的な症候に対する薬局製剤、要指導医薬品、一般用医薬品の取り扱いと説
明（討議、ロールプレイ）
７．薬物療法の最適化（１）：長期療養に付随する合併症とその薬物療法（討議）
８．症例検討（１）：代表的な症候を示す症例（１）の提示、課題分析、対応（討議）
９．症例検討（２）：代表的な症候を示す症例（１）について、課題と対応の発表
１０．症例検討（３）：代表的な症候を示す症例（２）の提示、課題分析、対応（討議）
１１．症例検討（４）：代表的な症候を示す症例（２）について、課題と対応の発表
１２．症例検討（５）：代表的な症候を示す症例（３）の提示、課題分析、対応（討議）
１３．症例検討（６）：代表的な症候を示す症例（３）について、課題と対応の発表
１４．症例検討（７）：代表的な症候を示す症例（４）の提示、課題分析、対応（討議）
１５．症例検討（８）：代表的な症候を示す症例（４）について、課題と対応の発表

 [履修要件]
特になし

地域医療薬学２(2)へ続く↓↓↓
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地域医療薬学２(2)

 [成績評価の方法・観点]
平常点（授業への出席およびその態度、６０点）、課題レポート（４０点）により評価する。授業態度とは、討論や
討議への参加の程度、意見の斬新さや説得力によって評価する。課題レポートでは、課題内容に対する理解度、文章
の表現力や論理性によって評価する。

 [本講義と関連する講義]
「薬の世界」入門、地域医療薬学１、医療倫理実習、医療実務事前学習、薬局実務実習など

 [対応するコアカリキュラム一般目標（薬学科）]
B（４）、E２（９）、E２（１１）、F（５）

 [教科書]
授業中にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
日本薬学会　編 『スタンダード薬学シリーズⅡ-１　「薬学総論Ⅱ　薬学と社会」 』（東京化学同人）

 [授業外学修（予習・復習）等]
事前に配布される資料を読み、授業でその内容についての報告や討議ができるように準備すること。また、適宜、授
業内容に関するレポートが課され、これに基づいて成績評価がなされるので注意すること。

（その他（オフィスアワー等））
薬局実務実習を効果的に実施するために重要な授業である。
演習（討議、ロールプレイ）が中心の授業であり、積極的に取り組んでもらいたい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。

 [実務経験のある教員による授業]
①分類
実務経験のある教員による実務経験を活かした授業科目

②当該授業科目に関連した実務経験の内容
該当教員：津田真弘、実務経験：京都大学医学部附属病院（薬剤師）
該当教員：宗可奈子、実務経験：京都大学医学部附属病院（薬剤師）

③実務経験を活かした実践的な授業の内容
薬剤師としての勤務経験を活かし、地域医療における薬剤師の役割やセルフメディケーションに関する講義・演習、
症例検討などを行う。
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本科目のテーマと目的
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薬学科カリキュラムにおける
地域医療薬学の位置づけ
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薬学科カリキュラムにおける
地域医療薬学の位置づけ

地域医療における薬剤師の
役割を学ぶ

薬剤師が果たすべき役割
薬剤師に必要な倫理観

など

セルフメディケーション
症例検討

など

4回生：医療実務事前学習、CBT、OSCE
5回生：薬局実務実習、病院実務実習

地域医療薬学1 （2回生前期、火曜3限13:00～14:30）

コマ数 H28年度日程 担当者 講義タイトル（予定）

1 4/12（火） センター教員（津田） オリエンテーション：地域医療薬学とは

2 4/19（火）
名古屋市立大学
鈴木 匡 先生

地域医療における薬局薬剤師の役割

3 4/26（火）
名古屋市立大学
鈴木 匡 先生

在宅支援と薬局薬剤師

4 5/10（火）
名古屋市立大学
鈴木 匡 先生

地域医療に貢献する薬剤師の課題と将来

5 5/17（火）
すこやか薬局
中川 直人 先生

在宅医療における薬剤師の活躍の実際

6 5/24（火）
すこやか薬局
中川 直人 先生

学校薬剤師、スポーツファーマシストの役割

7 5/31（火） センター教員（津田） 薬局薬剤師の役割と未来（まとめ、SGD）

8 6/7（火） センター教員（津田） 薬局薬剤師の役割と未来（SGD、発表会）

9 6/14（火） センター教員（津田） 地方自治体における薬剤師の仕事

10 6/21（火） 金子 周司 教授 薬物乱用の現状と薬剤師にできること

11 6/28（火） センター教員（津田） 公衆衛生

12 7/5（火） センター教員（津田） 災害時における薬剤師の役割・過疎地域の薬剤師

13 7/12（火） センター教員（大澤） 医療経済学：薬物療法の経済学的評価

14 7/19（火） センター教員（津田） 薬剤疫学

15 7/26（火） センター教員（津田） 地域医療薬学1のまとめ、アンケート

医療薬学演習室

22番講義室

22番講義室

22番講義室

22番講義室

22番講義室

22番講義室

22番講義室

22番講義室

22番講義室

22番講義室

22番講義室

22番講義室

22番講義室

22番講義室

2年前の地域医療薬学1

地域医療薬学2 （4回生前期、水曜1限8:45～10:15） 21番講義室

コマ数 H30年度日程 担当者 講義タイトル（予定）

1 4/11（水）

センター教員（津田、宗）

チーム医療を考える2 4/18（水）

3 4/25（水）

4 5/2（水）

セルフメディケーション、OTC5 5/9（水）

6 5/16（水）

7 5/23（水）
医療制度

8 5/30（水）

9 6/6（水）
症例検討1

10 6/13（水）

6/20（水） 月曜日の授業のため無し

11 6/27（水）

センター教員（津田、宗）

症例検討2
12 7/4（水）

13 7/11（水）
症例検討3

14 7/18（水）

15 7/25（水） 地域医療薬学２のまとめ

地域医療薬学2 授業形式と評価方法

・講義形式

・演習形式：SGDなどで討議、プロダクトの作成、発表

・時事問題の発表（予定）

授業形式

評価方法

・平常点（授業への出席およびその態度）（60点）
・課題レポート（40点）

11

本日の内容

1. 地域医療薬学1について

2. チーム医療を考える
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チーム医療

高度化、複雑化した近代医療において、医師を中心とした従来の医療体系では、良質
な医療を提供することが難しくなってきている。医療に関する様々な職種が、各々の専
門性を生かしつつ、連携をとり、医療チームを形成して医療に当たることが当たり前に
なってきている。

患者に寄り添うチーム医療へ

チーム医療に関する
ふと湧いてきた疑問

・チーム医療ってそもそも何？
・チーム医療の形ってどんなものがあるの？
・チーム医療にはどんな人たちが参加しているの？
・薬剤師以外の人たちはどんな役割を担っているの？
・チーム医療は本当に必要か？
・チーム医療って本当に機能しているの？
・病院におけるチーム医療と地域におけるチーム医療の具体例
・病院におけるチーム医療と地域におけるチーム医療の違い
・チームの中で薬剤師はどうあるべきか？
・チーム医療の中で薬剤師に必要な能力は？
・その能力を身につけるにはどうしたら良い？
・理想的なチーム医療ってどんなの？

・チーム医療ってそもそも何？
・チーム医療の形ってどんなものがあるの？
・チーム医療にはどんな人たちが参加しているの？
・薬剤師以外の人たちはどんな役割を担っているの？
・チーム医療は本当に必要か？
・チーム医療って本当に機能しているの？
・病院におけるチーム医療と地域におけるチーム医療の具体例
・病院におけるチーム医療と地域におけるチーム医療の違い
・チームの中で薬剤師はどうあるべきか？
・チーム医療の中で薬剤師に必要な能力は？
・その能力を身につけるにはどうしたら良い？
・理想的なチーム医療ってどんなの？

本日のグループワーク

目的：チーム医療に関する情報を整理し、理解を深める

これらの質問にグループで調べたり、意見を出して考えて下さい。
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地域医療薬学2

統合薬学教育開発センター
宗可奈子

令和元年6月19日
地域医療薬学2（薬学科4回生）

何が問題？どう解決する？

C D

症例検討①
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医療倫理実習 

	

	

	

入学後早期に患者や現場の医療者と接することで医療人としての自覚を高める

と共に、コミュニケーションの重要性について理解を深めることを目的に、１

年次夏休みに約１週間の病院見学・体験を行う早期体験実習を実施しました。

本実習は、京都大学学医学部生を混合したグループで行い他職種連携教育の側

面ももたせました。その後9月に事後ワークショップを開催し、それぞれの経

験や考えをまとめチーム医療の重要性や医療倫理についての学習を行いまし

た。早期体験実習は以下の目的とスケジュールに沿って実施しました。	

	

5月		 第1回事前ガイダンス	

6月		 実習先の調整	

7月		 第2回事前ガイダンス	

8〜9月	 実習の実施	

9月末	 事後ワークショップ	

	

4年次には医師、看護師、薬剤師に共通の医療上のテーマである医療過誤等に

ついての理解を深めるため、それらについて講義と演習形式で学習する医療安

全学を行いました。講義では医療安全総論や医療者の法的責任について、演習

では実際に発生した抗がん剤投与に関する医療事故の題材にRCAを用いたグル

ープワークを行いました。	
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科目ナンバリング U-PHA00 1A407 SJ86

授業科目名
　<英訳>

医療倫理実習
Laboratory for medical ethics

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 薬学研究科 山下　富義
講師 薬学研究科 津田　真弘
助教 薬学研究科 宗　可奈子
教授 国際高等教育院 小西　靖彦
教授 附属病院 松村　由美

配当
学年  1,4回生 単位数  1  開講年度・

  開講期   2019・
   後期 曜時限  その他 授業

形態 実習・演習 使用言語   日本語 

学科  薬科学科,薬学科 科目に対する区分  指定(薬学科），選択（薬科学科）
 [授業の概要・目的]
薬剤師には患者本位の視点に立ち、患者の安全に配慮しつつ医療の担い手として求められる活動を適切な態度で実践
することが求められる。また、チーム医療における多職種連携の必要性を理解し、チームの一員としての薬剤師の役
割を積極的に果たすことが求められる。本授業では、1年次には医療機関における医療ボランティア活動を通じ、患
者・医療者と接することで医療の実際を知り、医療人としての自覚を身につけ、チーム医療における薬剤師の役割を
学ぶ。また、4年次には医療安全対策の基本的考え方を身につけ、医療安全に対する関心を高める。なお、本授業は
医学部と合同で実施し、グループ討議を通じて、多職種の中で自らの意見を発しチーム医療に貢献する素地を養う。

 [到達目標]
１．患者の視点に立ち、病院における様々な部署の業務、医療及び病院の現状を知る。
２．チーム医療における薬剤師および他職種の役割と多職種連携の重要性を理解する。
３．医療事故の発生要因を列挙し、対応策を討議できる。
４．医療安全に関する法令、制度の概要を説明できる。

 [授業計画と内容]
１年次：多職種連携医療体験実習
　１．導入オリエンテーション（5月）：医療体験実習の概要、実習施設の登録方法
　２．直前ガイダンス（7月）：実習レポート作成方法
　３．実習（8～9月）：病院見学・体験（薬剤部、手術部、外来診察室、検査室、医療情報部等）
　４．実習後ワークショップ（9月）：他の学生との病院における様々な部署の業務、医療及び病院の現状に対する
認識の共有、チーム医療における薬剤師の役割および多職種連携の重要性に関する討議

４年次：医療安全学
　１．医療安全総論・多職種連携教育へのイントロダクション
　２．医療事故や医療過誤において生じる医療者の法的責任
　３．医療者－患者間／医療者間のコミュニケーションを考えるワークショップ
　４．薬剤誤投与事例についてのRCA（Root Cause Analysis＝根本原因分析法）を用いた多職種グループ・ディスカ
ッション

いずれの学年でも医学部医学科・人間健康科学科との合同授業とし、医学部生と混成グループを作り討議する。

 [履修要件]
特になし

医療倫理実習(2)へ続く↓↓↓

132
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医療倫理実習(2)

 [成績評価の方法・観点]
多職種連携医療体験実習と医療安全学の評価の比率は50点：50点とする。多職種連携医療体験実習では、出席（20点）
、グループ討議（コンテンツ作成など）（20点）、実習レポート作成（10点）で評価する。医療安全学では、出席（
20点）、コンテンツ作成（グループ討議）（10点）、試験（20点）を基本とし、最終試験にて総合判定を行う。実習
レポートでは、薬剤師および他職種の業務に対する理解度、文章の表現力や論理性によって評価する。グループ討議
では議論やコンテンツ作成への参加の程度によって評価する。

 [本講義と関連する講義]
「薬の世界」入門、医療実務事前学習、病院実務実習など

 [対応するコアカリキュラム一般目標（薬学科）]
A（１）（２）（３）（４）、F（1）（2）

 [教科書]
プリントを配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業の中で適宜紹介します

 [授業外学修（予習・復習）等]
多職種連携医療体験実習では事前に配布される資料を読み、実習施設で医療者に業務内容等について質問ができるよ
うに準備すること。また、実習中は毎日実習内容をレポートにまとめる必要があり、これが成績評価の一部となるの
で注意すること。医療安全学では知識の定着を図るために必ず復習をすること。

（その他（オフィスアワー等））
能動的な態度で受講してください。受講希望者多数の場合は抽選する可能性があります。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。

 [実務経験のある教員による授業]
①分類
学外での実習等を授業として位置付けている授業科目

②当該授業科目に関連した実務経験の内容
該当教員：津田真弘、実務経験：京都大学医学部附属病院（薬剤師）
該当教員：宗可奈子、実務経験：京都大学医学部附属病院（薬剤師）
実習先の医療従事者

③実務経験を活かした実践的な授業の内容
実習先の医療従事者の指導の下、医療現場における多職種連携の実際を知る。教員は薬剤師としての勤務経験を活か
し、多職種連携や医療安全に関する講義・演習を行う。

133
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医療実務事前学習 

 
 
 
５年次に行う実務実習は参加型実習であり、学生は実際に現場での調剤業務や

患者さんへの対応を体験する。その病院・薬局での実習向けて、薬剤師として必

要な調剤、注射薬調製、コミュニケーションなど基本的な知識・技能・態度の練

習・習得を行った。開講は４年次 10 月から 1月となっている。	

さらに、基本的なことだけでなく、できるだけ実務実習につながる内容を取り入

れる工夫として、外部講師の先生方にも講義等を行っていただいています。	

在宅医療で注目されているフィジカルアセスメントは、京都大学医学部付属病

院看護師の糀谷先生に講義を行って頂きました。また臨床現場で活躍されてい

る薬剤師の先生として、日本病院薬剤師会の桒原健先生に病院における薬剤師

の活動や研究についてご講演頂きました。さらに京大病院薬剤部で働く薬剤師

の先生にも講義を行っていただき、実際の臨床現場での薬剤師の業務や実際の

患者さんに近い症例の検討についてもお話しいただきました。	
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科目ナンバリング U-PHA12 4B354 PJ86

授業科目名
　<英訳>

医療実務事前学習
Pre-Training for Clinical Clerkship

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 薬学研究科 高倉　喜信
教授 薬学研究科 山下　富義
講師 薬学研究科 津田　真弘
助教 薬学研究科 宗　可奈子
助教 附属病院 山本　崇

 附属病院 内藤　知佐子
 薬学研究科 薬学研究科教員

非常勤講師 医学部附属病院薬剤部教員および薬剤師
配当
学年  4回生以上 単位数  2  開講年度・

  開講期   2019・
   後期 曜時限  その他 授業

形態  実習 使用
言語   日本語 

学科  薬学科 科目に対する区分  必修（薬学科）
 [授業の概要・目的]
5年次に医療現場で実施される実務実習は、実際の処方箋に基づき調剤や注射薬調製を行い、患者さんや医療スタッ
フとも接する参加・体験型実習である。本授業では、実務実習をより効果的に実施するために、また、卒業後、薬剤
師として臨床現場で活躍するために、大学内で実務実習に先立って、調剤及び製剤、服薬指導などの基本的知識、技
能、態度を修得する。

 [到達目標]
１．薬剤師として臨床現場で必要な心構えと薬学的管理の基本的な流れを把握する。
２．基本的な調剤業務（処方監査、計数調剤、計量調剤、疑義照会、調剤薬監査）を身につける。
３．注射薬調製の基本的な無菌操作を実施できる。
４．薬物療法上必要な患者情報を収集できる。
５．代表的な医薬品の服薬指導を実施できる。

 [授業計画と内容]
ユニット（１）事前学習を始めるにあたって（講義）
　　１．病院・薬局における薬剤師業務全体の流れ、薬学的管理の重要性
　　２．医療機関における処方オーダリング、電子カルテと基本的記載事項
　　３．患者・来局者応対と服薬指導および患者教育
　　４．医薬品の供給と管理
　　５．医薬品情報の収集と活用
　　６．感染予防と対策における基本的考え方とその方法
ユニット（２）処方箋と調剤（講義・演習・実習）
　　１．処方箋、薬袋、薬札（ラベル）の様式と必要記載事項、記載方法
　　２．処方箋に従った計数調剤・計量調剤と調剤薬監査
ユニット（３）疑義照会・持参薬チェック（講義・演習・実習）
　　１．注意が必要な代表的な医薬品の禁忌、用法・用量、相互作用、配合変化
　　２．処方箋の監査と不適切処方の指摘および疑義照会の実施（ロールプレイ）
　　３．入院患者が持参する薬剤の確認
ユニット（４）注射薬の調製（講義・演習・実習）
　　１．注射薬・輸液の種類、投与方法、無菌操作の意義
　　２．無菌操作の実践（手洗い、手袋・ガウンの着用、クリーンベンチを使用した注射薬混合）
ユニット（５）リスクマネジメント（講義・演習）
　　１．ハイリスク医薬品の特徴と注意点
　　２．医薬品が関わる代表的な医療事故の原因と防止策
ユニット（６）服薬指導（講義・演習・実習）
　　１．使用上の説明が必要な製剤の取り扱い方法
　　２．注意が必要な患者（妊婦、小児、高齢者、肝・腎障害）への対応
　　３．患者情報の収集と服薬指導（ロールプレイ・吸入指導）
　　４．薬物療法上の問題点と薬学的管理の立案
ユニット（７）実務実習に向けて（事前学習まとめ）（講義）
　　１．臨床における心構え（倫理規範や個人情報保護、守秘義務）

医療実務事前学習(2)へ続く↓↓↓

124
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医療実務事前学習(2)

　　２．医療機関・地域におけるチーム医療と薬剤師の役割
ユニット（８）臨床体験（講義・演習・実習）
　　１．一次救命講習
　　２．フィジカルアセスメント

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（授業への出席およびその態度、50点）、演習・実習を含むユニット中に実施する実地試験（40点）、課題レ
ポート（10点）で評価する。授業態度とは、演習・実習への積極的な参加や作成したプロダクトの完成度によって評
価する。実地試験では調剤、無菌操作、コミュニケーションスキルの習熟度を評価する。課題レポートでは、演習内
容や課題に対する理解度、文章の表現力や論理性によって評価する。
別途提示するルーブリックを用いての評価も行う。

 [本講義と関連する講義]
医療薬剤学１・２、薬物治療学１、地域医療薬学１・２、医療倫理実習、多職種連携医療体験実習、病院実務実習、
薬局実務実習

 [対応するコアカリキュラム一般目標（薬学科）]
Ａ（１）、A（２）、A（３）、A（４）、F（１）、F（２）、F（３）、F（４）

 [教科書]
 『医療実務事前学習　実習書』
その他、授業中にプリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
日本薬学会　編 『スタンダード薬学シリーズⅡ-1　「薬学総論Ⅰ　薬剤師としての基本事項」, 「薬学総論Ⅱ　薬学
と社会」』（東京化学同人）
日本薬学会　編 『スタンダード薬学シリーズⅡ-7　「臨床薬学Ⅰ　臨床薬学の基礎および処方箋に基づく調剤」, 「
臨床薬学Ⅱ　薬物療法の実践」, 「臨床薬学Ⅲ　チーム医療および地域の保健・医療・福祉への参画」』（東京化学
同人）
 『実務実習事前学習のための調剤学』（廣川書店）
 『薬学実習生のための病院・薬局実習の手引き』（じほう）
 『調剤指針』（薬事日報社）
 『治療薬マニュアル』（医学書院）

 [授業外学修（予習・復習）等]
本講義と関連する講義で習得した薬物治療に関する内容を復習し、処方監査や疑義照会、服薬指導にその知識を活用
すること。授業内で配付するプリントや参考書等を活用し、知識の定着をはかること。

（その他（オフィスアワー等））
実務実習を効率よく学習するために非常に重要な授業です。
時間外に模擬薬局を使用したい場合は教員に確認してください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。

医療実務事前学習(3)へ続く↓↓↓

125



 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

医療実務事前学習(3)

 [実務経験のある教員による授業]
①分類
実務経験のある教員による実務経験を活かした授業科目

②当該授業科目に関連した実務経験の内容
該当教員：津田真弘、実務経験：京都大学医学部附属病院（薬剤師）
該当教員：宗可奈子、実務経験：京都大学医学部附属病院（薬剤師）

③実務経験を活かした実践的な授業の内容
薬剤師としての勤務経験を活かし、次年度に実施される参加体験型の薬学実務実習に向けて必要な基本的な知識、技
能、態度の修得を目指す臨床準備教育を担当する。
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 2019年度医療実務事前学習　予定表
1限 2限 3限 4限 5限

11月   14日（木） ガイダンス OSCEについて ユニット1 導入 ユニット 6 導入（初回面談） 課題等自習

11月   15日（金） 課題等自習 課題等自習

1限 2限 3限 4限 5限

11月 18日（月） ユニット 3 導入 課題等自習

11月 19日（火） 課題等自習 課題等自習 課題等自習 課題等自習 課題等自習

11月 20日（水） 課題等自習 ユニット 3 SGD発表会 ユニット 3（持参薬チェック講義） ユニット 3（持参薬確認演習） 課題等自習

11月 21日（木）～ 11月祭（授業休止日）★ 21日 CBT 模擬試験有り

11月 25日（月） 11月祭（授業休止日） 

1限 2限 3限 4限 5限

11月 26日（火） 医療安全学 医療安全学 ユニット ２ 導入 ユニット 2（実際の時間割は、別紙参照のこと）

11月 27日（水） 医療安全学 医療安全学 ユニット 2（実際の時間割は、別紙参照のこと）

11月 28日（木） 課題等自習 ユニット 4 導入 医療安全学（薬学） 医療安全学（薬学） 課題等自習

11月 29日（金） 課題等自習 ユニット 2, 4（実際の時間割は、別紙参照のこと） 課題等自習

1限 2限 3限 4限 5限

12月　2日（月） 課題等自習 ユニット 2, 4（実際の時間割は、別紙参照のこと） 課題等自習

12月　3日（火） ユニット 6 導入（服薬指導） ユニット 6（ロールプレイ、実際の時間割は、別紙参照のこと） 課題等自習

12月　4日（水） 課題等自習

12月　5日（木） 課題等自習 課題等自習 課題等自習 課題等自習 課題等自習

12月   6日（金） ユニット 6（実践トレーニング、実際の時間割は、別紙参照のこと） 課題等自習

12月　7日（土） 　 特別実習発表会

1限 2限 3限 4限 5限

12月   9日（月） 課題等自習 課題等自習 課題等自習

12月 10日（火） 吸入 導入 　吸入指導ロールプレイ 病院薬剤師会特別講演会 課題等自習 課題等自習

12月 11日（水） 課題等自習

12月 12日（木） 課題等自習 ユニット 5　導入 ユニット 5　発表準備 ユニット 5　発表会 薬剤師講義1：医療安全

12月 13日（金） 薬剤師講義2：医薬品情報

1限 2限 3限 4限 5限

12月 16日（月） OSCE 実施説明会 確認テスト全体フィードバック 薬剤師講義3：注射薬

12月 17日（火） 課題等自習 課題等自習 薬剤師講義4：服薬指導

12月 18日（水） ユニット 2 補講（実際の時間割は、別紙参照のこと） 薬剤師講義5：がん薬物治療

12月 19日（木） ユニット 3～6 補講（実際の時間割は、別紙参照のこと） 課題等自習

12月 20日（金） 　　OSCE 本試験 準備のため、模擬薬局など 入室禁止

12月 21日（土） 　　OSCE 本試験

1限 2限 3限 4限 5限

12月 23日（月） 課題等自習 課題等自習 課題等自習

12月 24日（火） 課題等自習 課題等自習

12月 25日（水） 医療倫理SGD 医療倫理SGD フィジカルアセスメント導入講義 フィジカルアセスメント入門 課題等自習

12月 26日（木） SOAPの書き方 SOAPの書き方 演習 課題等自習

12月 27日（金） 課題等自習 事前学習のまとめ 実習室掃除 課題等自習 課題等自習

※ 下線の引いてあるコマは任意で参加。その他のコマでは出席を取ります。

※ 課題については後日提示します。

ユニット 6（ロールプレイ、実際の時間割は、別紙参照のこと）

ユニット 3（ロールプレイ、発表会準備、実際の時間割は、別紙参照のこと）

ユニット 6（ロールプレイ、在宅） ユニット 6（ロールプレイ、医療者への情報提供）

フィジカルアセスメント入門　京大病院研修センター

ユニット 2～6 まとめ（希望者に対し模擬薬局開放。 13:00～16:00）

一次救命講習

調剤実践（バッグ製剤、抗がん剤被ばく、自動分包機、一包化、実際の時間割は、別紙参照のこと）

ユニット 2～6 まとめ（希望者に対し模擬薬局開放。 10:00～15:00）

 確認テスト（1日目）、実際の時間割は、別紙参照のこと

 確認テスト（2日目）、実際の時間割は、別紙参照のこと

ユニット 2～6 まとめ（希望者に対し模擬薬局開放。 10:00～12:00）

1
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Unit 1、Unit 6（前半）

Unit 1、Unit 6

9:30～10:15 10:30～12:00 13:00～14:30 14:45～16:15 16:30～18:00

医療実務事前学習
ガイダンス
（講義室B）

OSCEについて
（講義室B）

ユニット1導入講義
ルーブリックについて

（講義室B）

初回面談 実習の進め方
学習ポイント
（導入講義）
（講義室B）

課題等自習

9:00～10:15 10:30～11:35 13:00～14:05 14:15～15:20 15:30～18:00

課題等自習
薬局での患者応対
（21番講義室）

病棟での初回面談
（21番講義室）

来局者応対
（21番講義室）

課題等自習

各場面でのロールプレイの流れ

やり方を説明（5分） 累計時間　　　　5分

2人1組になる。
まずは、実習書等見て構わないので2人で交互に薬剤師役と患者役を演じる。
5分/人（演技）×2人 ＝10分、３分/人（フィードバック）×2人＝6分（目安として合計20分） 　　　　　　 　25分
3人１組になる。
薬剤師役、患者役、評価者役・タイムキーパーを交代しながらロールプレイをする。（実習書等は見ない）
５分/人（演技）×3人 ＝15分、3分/人（フィードバック）×3人＝9分（目安として合計30分） 　　　　　　　 55分
予備（10分） 　　　　　　　 65分

Unit 3

9:00～10:15 10:30～12:00 13:00～14:30 14:45～16:15 16:30～18:00

ユニット3　導入
（講義室B）

1班 8人：ロールプレイ
（模擬薬局）

2, 3班 ：発表会準備
（講義室B）

2班 12人：ロールプレイ
（模擬薬局）

1, 3班 ：発表会準備
（講義室B）

3班 11人：ロールプレイ
（模擬薬局）

1, 2班 ：発表会準備
（講義室B）

課題等自習

8:45～10:15 10:30～12:00 13:00～14:30 14:45～16:15 16:30～18:00

課題等自習 課題等自習 課題等自習 課題等自習 課題等自習

8:45～9:30 9:30～12:00 13:00～14:30 14:45～16:15 16:30～18:00

課題等自習
ユニット3
SGD発表会
（講義室B）

持参薬チェック
（導入講義）

（21番講義室）

持参薬チェック
（演習）

（21番講義室）
課題等自習

ロールプレイの班分け（名前順は2ページ後を参照）

1班：井出君～岸本君（8名）

2班：北野さん～中澤君（12名）

3班：中村さん～二井さん（11名）

11月18日（月）　疑義照会　ロールプレイ・発表会準備

31人
一緒に実施

11月20日（水）　発表会・持参薬確認

11月19日（火）

11月14日（木）

31人
一緒に実施

11月15日（金）

2
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Unit 6（後半）

Unit 6

10：00～10:15 10:30～11:35 13:00～14:05 14:15～15:20 15:20～18:00
服薬指導 実習の進め方

学習ポイント
（導入講義）
（講義室C）

薬局での薬剤交付
（講義室C）

病棟での薬剤交付
（講義室C）

一般用医薬品の
情報提供

（講義室C）
課題等自習

9:30～10:15 10:30～12:00 13:00～14:30 14:45～16:15 16:30～18:00

在宅医療における
薬剤師の役割（講義）

（講義室C）

在宅での薬学的管理
（演習）

（講義室C）

医療者への情報提供
（講義）

（講義室C）

医療者への情報提供
（演習）

（講義室C）
課題等自習

8:45～10:15 10:30～12:00 13:00～14:30 14:45～16:15 16:30～18:00

課題等自習 課題等自習 課題等自習 課題等自習 課題等自習

17:10～18:00

課題等自習

各場面でのロールプレイの流れ

やり方を説明（5分） 累計時間　　　　5分

2人1組になる。
まずは、実習書等見て構わないので2人で交互に薬剤師役と患者役を演じる。
5分/人（演技）×2人 ＝10分、３分/人（フィードバック）×2人＝6分（目安として合計20分） 　　　　　　 　25分
3人１組になる。
薬剤師役、患者役、評価者役・タイムキーパーを交代しながらロールプレイをする。（実習書等は見ない）
５分/人（演技）×3人 ＝15分、3分/人（フィードバック）×3人＝9分（目安として合計30分） 　　　　　　　 55分
予備（10分） 　　　　　　　 65分

12月5日（木）

31人
一緒に実施

12月3日（火）　服薬指導

12月4日（水）　服薬指導

シフト制

12月6日（金）　コミュニケーション実践（模擬病室・模擬薬局）

コミュニケーション実践
（次ページ参照）

コミュニケーション実践
（次ページ参照）

9:30～12:40 14:00～17:10

7

希望者に対し模擬薬局開放（12/9）

計量調剤：水剤 計量調剤：軟膏剤
注射薬の混合
手洗い手袋の着脱

その他
 □ 服薬指導・疑義照会
 □ 調剤薬監査・持参薬確認
 □ 計数調剤
→ 上記のうちどれを練習した
いかを、書いてください

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Unit 5・確認テスト

Unit 5

9:30～10:15 10:30～12:00 13:00～14:30 14:45～16:15 16:30～18:00

吸入　導入
（講義室C）

吸入指導ロールプレイ
（講義室C）

日本病院薬剤師会
特別講演会

四方 敬介　先生
（講義室C）

課題等自習 課題等自習

15:40～18:00

課題等自習

8:45～10:15 10:30～12:00 13:00～14:30 14:45～16:15 16:30～18:00

課題等自習
安全管理

実習の進め方
（講義室C）

安全管理SGD
発表の準備

安全管理SGD
発表会

（講義室C）

薬剤師講義1
医療安全

（講義室A）

16:30～18:00
薬剤師講義2
医薬品情報

（講義室A）

11:00～12:00

12月12日（木）　安全管理

9:30～12:12 13:00～15:40

確認テスト1日目
（次ページ参照）

確認テスト1日目
（次ページ参照）

12月10日（火）　服薬指導実践：吸入指導

12月9日（月）
計量調剤：散剤

学生同士でペアになり、お互いに評価し合いながら実施すること。

13:00～14:00

10:00～11:00

14:00～15:00

シフト制

12月11日（水）　確認テスト

30人
一緒に実施

シフト制

30人
一緒に実施

12月13日（金）　確認テスト

9:30～12:12 13:00～15:40

確認テスト2日目
（次ページ参照）

確認テスト2日目
（次ページ参照）

9
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令和元年度 

海外自主研修プログラム 

（タイ） 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

高度先導的薬剤師養成プログラム 
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日程：2020 年 2 月 3 日〜2月 8日	

	

研修先：Nakorn-pathom Hospital, Don-toom Hospital, Community Pharmacy 

“Baesat-sala” Faculty of Pharmacy Silpakorn University, Community Pharmacy 

“One Plus” private sector, FDA Nakorn-parthom provincial level, Organics 

Cosme CO., LTD, Pharmaceutical intellectual center “Prachote Plengwittaya”of 

Silpakorn University	

	

参加者：教員 1 名（京都大学 1 名）、学生 4 名（京都大学 2 名、熊本大学 2 名）	

	

概要：実地体験を通じて海外と日本における薬学教育や医療制度の違いを考え、

グローバルな視点を身につけるために、Silpakorn 大学および病院・地域薬局な

どの施設を訪問した。Silpakorn 大学では、タイの医療費、保険制度、医薬品選

定制度、医療制度に関する講義を受け、大学内に開設された薬局において現地の

薬学部 6 回生と教育制度や薬局で取り扱う医薬品における両国間の違いについ

てディスカッションをした。Nakorn-Parthom 州 FDA や Prachote	 Plengwittaya

（受託分析・知財管理）、Organics	Cosme 社などの見学では、医療機関以外での

薬剤師の職能や役割について理解を深めた。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 46 

 

 

 

統合薬学教育開発センター 

グループ化協議会 
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グループ化協議会	

	

	

	

平成 31 年度から改訂モデル・コアカリキュラムに基づく実務実習が実施されま

した。また同時に、大学、薬局、病院が一体となって実習を進めるグループ化も

開始されました。そこでこのグループ協議会では、実習環境整備に対する全体活

動の中で、本学は、受入可能性のある薬局に対し、まず事前に実施した学校薬剤

師についてのアンケートに基づき、単独施設での実習が困難な場合での他施設

での連携などについて協議しました次に。平成 31 年度から改訂モデル・コアカ

リキュラムに基づく実務実習から作成することとなった実務実習実施計画書に

ついての説明、また薬局実務実習における実習スケジュールを実際に作成して

みるというグループワークを行いました。	

さらに最後に京都大学から薬局、病院それぞれの実務実習期間についての要望

について説明をしました。	
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2019 年度 京都 Group1 グループ協議会 

 

 

 

日時：2019 年 11 月 21 日（木） 19:30〜21:00 

場所：京都大学薬学部 医薬系総合研究棟 2 階 講義室 A 

（〒606-8501 京都市左京区吉田下阿達町 46-29） 

 

本日の内容： 

・事前アンケート結果の報告 

・病院実習について（京大病院より） 

・ディスカッション 
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ÞŇǄƘƾƟǀƪiĤ3¡Ę→Mö2¡ĘǁMöÕ67%ǂ

čmǄƘƾƟǀƪiĤ19¡Ę→Mö15¡ĘǁMöÕ79%ǂ

®swƏƑ�Ĕča�ĈƶƩƼƠƘƛƻƜƸƺƴżË�ūűčad8dăŢ_ƈƑŕ
ô3ƈŸû�ĊūƈūűŖ�d8dăž�ƑİƑƖĎŝŕŰƓżUŶťĢğƖľŽ
ƒŨŹŸd8dăžĪžH�Ɩå�ūŷŝţűŝŹ�ŝƈŭŖŰŨŸŕ®swdă×
ƖCŦ$ƓŷŝűŲŝű#× žũ�đƖ�ŝŕƞƼǀư=Ģ�Ÿž@Ąĩ�ŹŪ
ůŷŝűŲŦƓƀŹ�ŝƈŭŖ

Śĝ²ńś
ƿ2019s11ª12¢ǁÍǂǆ18¢ǁªǂ

Ś'�áŻĝ²(gżŵŝŷś
ƿ@3ƿ�ŔSdăžd¡ÑÃżŵŝŷǁ�ļîaçšƐžƘƾƟǀƪżËŬŷ��ǂ
ƿ¹ÛĚ�žd¡ÑÃżŵŝŷ
ƿŰž�ŕd8dăżŅŭƒ��ƍ�đ

7 -

Q1.	��ždă(gżŵŝŷŕ@3ƿ�ŔSdăžd¡ſŸţƈūűšǅ

ŚčmƿÞŇ&ıś
Śčmś

7 -

Q1.	��ždă(gżŵŝŷŕ@3ƿ�ŔSdăžd¡ſŸţƈūűšǅ

7 - 7 -
ŚčmƿÞŇ&ıś
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Śdăŏåž&Fd¡ś
ƿčmńž�V&«ŕa³č0pƍOTCdăžEFŃ!ĉčmŸŸţŻŝŹţżźŞŭ
ƒšč0p�ƍ^aŢ��ŹŻŴŷ ĿƖÁƋŷƌƐŝűŝŖ

ŚƞƼǀư(Ÿž�V&«ś
ƿSGDƖŃ!ūŷŎŝŷŝƈŭŖþÿŸţűƐƏŝŹĄşƈŭŖ
ƿvó<^Ÿſč0ļ�!Ÿčmdă×iĤžSGD(ƨǀƲſĝ0ƳƢƖŻťŭżſźŞ
ūűƐŝŝšŕÎf¦žč0pž{1Żź)ƖĎŴŷŝƈŭŖ�^ŸƌŰŞŝŞ¼�Ɩ
�ŴŷŝűŲŦƒŹ4šƑƈŭŖƈűŕčm→ÞŇždăŐżŻƒžŸŕÞŇ šƐ©
�ņŨžéġſčmŸaƀůŷŠŝŷ�ŪŝŹŝŞžŢŜƓƀ�şŷťŲŪŝŖ
ƿß�àď�Ɩ&FŸŸţƓƀĲ�ŸţƒŹ�ŝƈŭŖ
ƿƞƼǀư=Ģ�żņƐŮŕŨƈƋŻ�ĢƖd¡ūŷŝťžŢċŝŹ�ŝƈŭŖ
ƿƞƼǀư=Ģ�ƍdăàď�Żźž&FŃ!ŸċŝšŹ�ŝƈŭŖ
ƿƤƽƧƝƢơƢƨƴž¨ŻƒÅØŖ

ŚŰž�ś
ƿ�^ƞƼǀưſÞŇƿčmžĲ�ƖūƏŞŹūŷŝƒŹ�şƈůƗŖ

Q5.	čmƿÞŇžĲ�ŕŰž�žĲ�Ɩ6Õáż�ĴŭƒűƋżŕċ´ŢŜƑƈūűƐ
ũ�´�ŪŝŖ

7 -

Ś^aƿdă×żŵŝŷś
ƿa×żſ�Đ©�ņžéġƖ�ŦŷšƐ°ŷƌƐŝűŝ (IIIža×Ţ)OSCEƿCBTšƐ¦
ńŢýŴŷŝƒšƐŸţŻŝĒşŷŝŻŝŹŝŞēŝęſūŷƇūťŻŝŖ
ƿa×ŢƏť½qŭƒŖ
ƿdăĖŀ$2žĵxŢŜŴűŖ
ƿa³ƅž��Ŗ

ƿdă×Ţò·áż�ąŪƗŹŅƕƒ`9ŢŜŴűžŸ ¬č�kƍQbėLFĎŻźƌ
£ŝ¾ňšƐd¡ŸţƈūűŖ®żQbƍ�ąŪƗŹ�ūűŝŹŝŞÀ�ųƖƌŴŷdă
żBƑüƗŸŝűŲŦƒŨŹſ čm(žŌOÀƌÅÀżŜƃƓŜƑŢűŝŸŭŖ

Q6.	Űž�ŕd8dăżŅūŷ�ŬŷŝƒŨŹŕŠNƑžŨŹŻź�ŸƌĉÙżĖĮ�ŪŝŖ

7 -

Śdă�žĶØżŵŝŷś

ƿ¬č�kƖűťŪƗĎŴŷƌƐŞżſŕ�ą»ƅž	/Ĝ¤ŕ�č¦żŰƀŸ�ţÈŞ
	Ţĥ�ż�Ŭƒ	ŢŜƒŖ�ďǃÝ�ŻźŕĽ�Ţ�ĐŻ) žWEſŰƓŸƌŝ
ŝŹ�ŞŢŕ\Ø�ñŕ(¬�ñŻźù>ŻƌžŸŜƑŕƻƢƝŢŻŦƓƀŕa×>ÒŸ
žd¡ŸƌƏŝŹ�ŞŢŕŰži�Ţ^aŕ�ëũŹżĹŞ	żLŒŢŜƒƏŞż�Ŭ
ŷŝƈŭŖ

ƿŻƗŹš¬č�kƖýŔŪůŷŜŧűŝŹ�ŝŻŢƐƌŕdŉżſŜƈƑĎšůŷŜŧ
ƐƓŻšŴűŖa×FYŸŝƔŝƔ�V��ƖūŷŝƒƏŞŸŕDCŦ$ƓčmŸa×
żƍƐůŷŜŧƐƓƒŨŹżŕšŻƑƀƐŵţŢŜƒƏŞż�ŞŖ

Śdăž¢ïƿŰž�ś
ƿńŢêŝŖQb�$ƍĲ�ei�ŕÜĂÐ�Żźŕi<pƍiÞŇi�ſ3šª�Ŗ
ƿƦƚǀƾčmŻžŸŕ¢ïƖƦƚǀƾ(ŸüƉįƉŨƊűƋŖ1ƞƼǀư(Ÿždă
ǁSGDŻźǂ£ż�cŢ+šƓƀŜƑŢűŝŸŭŖ
ƿŠ
ŝżččĲ�ƖBƒƢƥƾƢŢŻŝŹŕŰƌŰƌžƞƼǀư:ž�KŢŻŝŹĄş
ŷŝƈŭŖ

Q6.	Űž�ŕd8dăżŅūŷ�ŬŷŝƒŨŹŕŠNƑžŨŹŻź�ŸƌĉÙżĖĮ�ŪŝŖ

7 -

7 - 2

ƘƾƟǀƪiĤ�^×27G→Mö25GǁMöÕ92%ǂ

®swƏƑ�Ĕča�ĈƶƩƼƠƘƛƻƜƸƺƴżË�ūűčad8dăŢ_ƈƑŕ
ô3ƈŸû�ūƈūűŖ�|žd8dăžĪžH�Ɩå�ŭżŜűƑŕdă×ž�
đƖBƑ$ƓƒŨŹſōrżľĐŹĄşƐƓƈŭŖŰŨŸŕdă×žâŪƗžũ�đ
Ɩ�ŝŕŰžŊĕƩǀƥƖ^aƿčmƿÞŇŸº�ŪƓƒƞƼǀư=Ģ�Ÿž@Ąĩ
�ŹŪůŷŝűŲŦƓƀŹ�ŝƈŭŖÞŇdăżŅūƈūŷſŕÞŇdăû�¦żƘ
ƾƟǀƪŢŜƑƈūűžŸŕ®ƘƾƟǀƪŸſŕčmdăżŵŝŷŠöşťŲŪŝŖ

Śĝ²ńś
ƿ2019s11ª12¢ǁÍǂǆ18¢ǁªǂ

Ś'�áŻĝ²(gżŵŝŷś
ƿ@3ƿ�ŔSdăžd¡ÑÃżŵŝŷ
ƿQbdăŕƣƼƮƵƩƙƟǀơƹƾdăžd¡ÑÃżŵŝŷ
ƿ¹ÛĚ�žd¡ÑÃżŵŝŷ
ƿŰž�ŕd8dăżŅŭƒ��ƍ�đ
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7 - 7 -

Q3.	QbżŅŭƒdăƖ
źƓťƐŝĎŝƈūűšǅ

Q4.	QbżŅŭƒdăƖĎŞőwſ
źƓťƐŝŢƏŝŹĄşƈŭšǅ

Q5.	QbżŅŭƒdăƖĎŴű
ÊīwſŝšŢŸŭšǅ

7 -

Q6.ƣƼƮƵƩƙƟǀơƹƾżŅŭƒdă
ǁOTCčžħZƍæĞi�ŻźǂƖ
źƓťƐŝĎŝƈūűšǅ

Q7.	ƣƼƮƵƩƙƟǀơƹƾżŅŭƒdăƖ
ĎŞőwſźƓťƐŝŢƏŝŹĄşƈ
ŭšǅ

Q8.	ƣƼƮƵƩƙƟǀơƹƾżŅŭƒdăƖ
ĎŴűÊīwſŝšŢŸŭšǅ

7 -

Q9.	¹ÛĚ�ǁƼǀƯƻƧƝƖØŝű-
ĸwĚ�ǂƖźƓťƐŝžőwŸĎ
ŝƈūűšǅ

Q10.	¹ÛĚ�ƖźƓťƐŝžńũŹż
Ďŝŕ�kč0pƏƑƮƙǀƫƬƧƝ
ƖūŷƌƐşƒŹċŝŹ�ŝƈŭšǅ

Q11.	�kč0pšƐž¹ÛĚ�ǁƼǀƯ
ƻƧƝƖØŝű-ĸwĚ�ǂŢĺ,ż
ĎƕƓűŹ�Ŭƈūűšǅ

Ś"dūűdăś

ƿ�^ÞŇł/ŸſŻťRTžčmŲŴűŢŕŜƈƑľŝÞÀŸŻŝ ƍþÿūŷŨƐƓƒ Ţ
]ťŕ£ǁdă1ĳåǂšƐ¬č�kƖŪůŷƌƐşűƑQbż]ťŅƕŴűƑŭƒŻź]ťžŨ
ŹƖ�ŔŸţűžŸł/žčmżŨŲƕƒ�ĐſŻŝƏŞż�ŬűŖ

ƿŹŷƌ«�ĂŻdăŸūűŖ

ƿ�ūŭŤŻŝčmŸdăƖŪůŷŝűŲŝűŨŹŸŕ�ĐŻéġƍč0pŹūŷžčž�ş ż
ŵŝŷ�şŷŝűŲţŻŢƐ¬č�kƿ) ã²õż×šŭŨŹŢŸţƈūűŖŰžƏŞŻčm
ŸdăŢŸţƒŢXşƒŹƏŝšŻŹ�ŝƈŭŖ

ƿQbėLƖĳ2MžƱǀƢŸ�ŔŪůŷŝűŲţŕōrżĨľŻýŔżŻƑƈūűŖ�žÏżŅ
ūŷƌ�ÊſŻťŕ«�ĂŻčmdăŲŴűŹ�ŬŷŠƑƈŭŖ

ƿdŉžčmč0pž{1Ɩŕčm(ŲŦŸŻťŝƔŝƔŻÖWƖđaŪůŷŝűŲţŕ^[7
yżŻƑƈūűŖ¿ĳžQbƍ<pƿèģpŢ*qŭƒn�;ž�ĢŕtðPŕěéßƛƮƚŻ
źžŕĝ0Ɩū�ąŪƗżŠčƖÉŭ�\žŕJƑšƐſđşżťŝƏŞŻ¶8(gƈŸaƄŨ
ŹŢŸţƈūűŖRTżŠŝŷčmƿč0pŢźžƏŞżë�żĦÔūŷŝƒšŢƏťƕšƑƈū
űŖƈűŕčm(Ÿƌò·áż�ąŪƗƅž¬č�kƖŪůŷŝűŲŝŷĠĂŲŦŸſaƂţ
ƓŻŝ�ąŪƗƅž�ū ƍhƑÈŝ Ɩ�ŬaƄŨŹŢŸţƈūűŖŹŷƌ"dūű11ĳńŸ
ūűŖ�MždăƖ�|žíĉĬžj°žĻ�żÅšūŷŝţűŝŸŭŖ

Q12.	d8dăżiūŷũ�đŢŜƓƀŕĉÙżĖĮ�ŪŝŖ

7 -

Śdă#żƏƒoś
ƿčmńžĪžoŢ^ţťŕÞŇdăŃ_¦żdă×ńŸ~ƐƓűýŔżoŢŜŴűŹ�ŬűŖ

ƿQbżŅūŷſčmńŸ^ţťoŢŜƒƏŞż�ŬűŖ 8Ý�żŅūŷſ+œŢ§¥ŸŜŴűƑ
ƕšƑżťŝƌžƌŜƑŕūŴťƑŨŻŝ�ŬŢūűŖ 11ĳŸŝƔŝƔýŔŪůŷŝűŲŦűŢŕđ
Ɠűčmč0pž¶8ŴŷƇƗž�ļŲŹ�ŴűŖ

Q12.	d8dăżiūŷũ�đŢŜƓƀŕĉÙżĖĮ�ŪŝŖ

Śdăńś
ƿ11ĳſÁƈŴŷŝƒŨŹŻžŸūƎŞŢŻŝŨŹŸŭŢŕdăńſƌŴŹŁŝƇŞŢċŝŹ�ŝƈūű
čmŸſčƖuťđŷŕÞŇžÞµŸÓťÇťđƒ(�Ø)ŹŝŞÆƓżŻƑƕšƑƍŭšŴűŹ�ŝƈŭŖ
ƿĉ+žWEſ) ÷±�ž]ŝčmŲŴűŨŹƍŕĲ�/ž�ūŝ¦ŢľŻŴűŨŹƌŜƑŕûä
ſƁűŭƐĝ0¶8ž��ŝƀšƑƖūŷŝŷŕaƂŹŝŞƏƑƌ�¶ƖūŷŝƒŹŝŞ�ĒŢŜŴűŖ

ŨųƐſdă×ŸŜƑŕCŦ$ƓŷŝűŲŝŷŝƒŹŝŞóWƖĄşƓƀŕ·2CŦ$Ɠ#čmž{
żóŷƒƏŞ52ŭƒžſzűƑ/ŲŢŕŨƓſĹŞžŸſŻŝšŹ�ŬűŖ dăń�ſ�kż]

ťž¦ńƖ1ŝŷŝűŲŝűŹ�ŴŷŠƑŕčmž) ÷ž±�ƿñœƍ¶8(gáżƌaƄ¯�ſ
ÌÂżŜŴűŹ�ŬŷŝƒžŸŕŨƓſčm žLŒŹŝŞƏƑŕčmdă%�žńŢŁŭŤƒűƋ
żčmž�kż1ŦƒƜƷƭơƨƙŢīƑŻťŻŴŷūƈŴŷŝűžŸſŻŝšŹĄşƒŖíĉĬŕû
äž1-2ĳńſúìáƿć�áżƍƍČŢľŝŹ�ŬŷŠƑŕA žĥ�żiūŷ~ƐƓƒaƂžlŻ
ŝŁždăżſÜLƖ�ŬƒŖ��žŨŹƏƑŕíſčmdăž1-2ĳńïwžńêāƖ�´ŭ
ƒŖ

7 -
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ƿ�MžčmdăżŠŝŷ»ŗŻƪƺƯƼŢŜƑƈūűŢŕÞŇdăŸ�ža×żƌčmdăżŵŝŷ
ĆťŹŕ�ƌ�şŷƌƐşŻšŴűŕ�kč0pž�wżLŒŢŜŴűŕŹŝŴűF»žLŒŢŜŴűŹ
ŝŞŢ]�ŝƈūűŖŰžűƋŕčmŢ×}ƖĚ�ŭƒ.wŢŜƒžŹF»żŕ×}ŢčmƖĚ�
ŭƒŕlŻťŹƌčmŢdă#Źūŷ�ĺ,ŸŜƒŨŹƖVIŸţƒ.w/¼�ŢŜƒŹƏŝžŸſŻŝ
šŹ�ŝƈūűŖ ŘLŒŢŜƓƀŨųƐżÀĭżæĞūŷƉŷťŲŪŝřŕŘķ?żŨžƏŞŻ	�ŢŜŴ

űšƐŕƌūŰžƏŞŻŨŹŢŜƓƀæĞūŷťŲŪŝřŕŹŝŴűŨŹƖŜƐšŬƋ�şƐƓŷŝƒŲŦŸ
ƌ¸żŻƒžŸſŻŝšŹ�ŝƈŭŖŰƌŰƌčmŸaƆƒŨŹżſņÚŢŜƒžŸŕ11ĳńŹŝŞ
ńŢŁŭŤƒžŸſŻŝšŹ�ŝƈŭŖ([¨ŭƒžſŋūŝŹſ�ŝƈŭŢ…)	ńŢŁťŕ�kč0
pžĥ�żƌŻƒűƋŕ�ĖžƏŞŻƪƺƯƼżŵŻŢŴŷŝƒžŸſŻŝšŹĄşŷŝƈŭŖ

Q12.	d8dăżiūŷũ�đŢŜƓƀŕĉÙżĖĮ�ŪŝŖ

7 - 7 - 4536

ƿ@3ƿ�ŔSždăſ¹Ž*°ŷŝƒŖ

ƿQbƍƣƼƮƵƩƙƟǀơƹƾżŅŭƒdăſŕÖÑƏ
ƑƌƌŞlū�"ŭƒŹƏŝšŖ

ƿ¹ÛĚ�žĶØǁźƓťƐŝžőwŸĎŞšŕč0p
Źdă×Ţ�ĀżĎŞšźŞšŻźǂżŵŝŷſĢğ
Ţ�ĐŖ

ƿŪƐŻƒĲ�ºøżHŦŷŕƞƼǀư(Ÿž�V&«
ž ÄżŵŝŷĢğŢ�ĐŖ
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令和元年度 

統合薬学教育開発センター 

出席会議一覧 
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【実務実習関連】 
4/13（⼟） 第 103 回病院・薬局実務実習近畿地区調整機構委員会 
4/22（⽉） 第 1 回京都府薬剤師会実務実習受⼊委員会・グループ化⼩委

員会 合同委員会 
6/22（⼟） 第 106 回病院・薬局実務実習近畿地区調整機構⼤学⼩委員会 
7/20（⼟） 第 104 回病院・薬局実務実習近畿地区調整機構委員会 
7/29（⽉） 第 2 回京都府薬剤師会実務実習受⼊委員会・グループ化⼩委

員会 合同委員会 
8/5（⽉） 病院・薬局実務実習近畿地区担当者会議 
10/19（⼟） 第 105 回病院・薬局実務実習近畿地区調整機構委員会 
10/21（⽉） 第 3 回京都府薬剤師会実務実習受⼊委員会・グループ化⼩委

員会 合同委員会 
11/21（⽊） 2019 年度 実務実習京都 Group1 グループ協議会 
1/10（⾦） ⽇本薬剤師会令和元年度薬局実務実習受⼊に関する近畿地区

ブロック会議 
1/11（⼟） 第 106 回病院・薬局実務実習近畿地区調整機構委員会 
1/13（⽉）  京都府薬剤師会実務実習連絡会・2020 年度実務実習京都

Group1 グループ協議会 
1/27（⽉） 第 4 回京都府薬剤師会実務実習受⼊委員会・グループ化⼩委

員会 合同委員会 
 
 
【共⽤試験関連】 
6/9 （⽇） OSCE 実施説明会 
7/28（⽇） OSCE 模擬医師養成伝達講習会 
9/3 （⽕） OSCE モニター説明会 
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【WS 関連、その他】 
5/18（⼟） 第 104 回薬剤師国家試験問題検討会（実務） 
6/15（⼟） 2019 年度⽇本薬学会関⻄⽀部主催 「在宅医療推進教育プログ

ラム（HOPE）」第 1 回協議会 
8/31~9/1（⼟・⽇）第 98 回認定実務実習指導薬剤師養成のためのワークショッ

プ 
9/21~23（⼟〜⽉）第 5 回若⼿薬学教育者のためのアドバンストワークショップ 
10/19（⼟）   薬学と社会教科担当教員会議 
2/3~8（⽉~⼟） ⾼度先導的薬剤師養成プログラム 学⽣⾃主学修プログラム 

in タイ 
 
	

	

	

	


