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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 加藤博章（兼） 教授 

医薬品開発教育 高須清誠（兼） 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 

 荻原孝史 助教（特定） 

情報科学教育 掛谷秀昭（兼） 教授 

 
	



 

 

統合薬学教育開発センター 

担当講義 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



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 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

  2021・
   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
２－３．コミュニケーション技術を学ぶ
４．ロジカルシンキングの基本を学ぶ
５．ディベートの基本技術を学ぶ
６．医療・生命倫理について考える
７－８．サイエンティフィック・ディベートを体験する
９－１２．研究室を訪問する（事前調査，実地調査，発表準備，発表）
１３－１４．薬学研究について考える
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↓↓↓



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。



（演習開始前に）
・参加者名を漢字・フルネームにして下さい。

・PandAの授業資料に本⽇の演習での役割 (A, 
B, C) を記載した表をアップしています。
⾃分に割り当てられたA, B, Cのいずれか
を参加者名の最初に⼊⼒して下さい。
例：A 京⼤太郎

・教員は参加者名の最初を（教）、TAは参加
者名の最初を（TA）にして下さい。

コミュニケーション⼊⾨１

担当： ⼟居雅夫（システムバイオロジー分野）
ＴＡ： ⽥中陽⼀（同・D２）

⼤⾕知寛（同・D１）
陰のサポート：

服部 明准教授
⾼須清誠教授
⼭下富義教授
津⽥真弘講師
宗可奈⼦助教（TAの作業）

チャットを時々確認して、
対応可能な場合は処理する。
高須もチェックしている予定。

(%)
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は？（20項目から５つ選択） コミュニケーションする機会（⼤学⽣編）

• サークル活動 （⼈間関係： 縦・横の関係構築）

• アルバイト （⾯接： 主従関係）

• 教員 （相談、アポ取り）

• 教務係等職員 （問い合わせ：協⼒関係を構築）

• 先輩、仲間 （交渉：ノートをどう借りる？）

• 親 （交渉：下宿をしたい、⾦の無⼼）

• 合コン （初対⾯者との会話）

• 気になる異性 （次につなげるためには）

ＫＹって？

• KY 
–「空気読めない」
– 2007年 ユーキャン新語・流⾏語⼤賞の候補

•ちなみにこの年「どげんかせんといかん」「ハニカミ王⼦」が受賞
•その他の候補は「消えた年⾦」「オッパッピー」「どんだけ〜」

• 「空気を読む」の功罪
–連帯感が形成される
–場が和む
しかし、・・・
–コミュニケーションの怠慢
–付和雷同
–⼤勢順応
–⻑いものには巻かれろ

個々の主体性の不⾜
組織⼒の低下

「伝える」と「伝わる」の違いは？

• 「伝える」と「伝わる」の違いは？
–「伝える」：聞き⼿の理解を問わない。
–「伝わる」：聞き⼿が理解する。

• 「伝える」を「伝わる」に変えるには？
–「伝える」⇒わかりやすく伝える。

⇒発信⼒・柔軟性
–「受け取る」⇒相⼿の反応を観察する。

⇒観察⼒

• 「伝える」ためにもっと重要なことは。。。



（予備演習）
対⾯授業の時に⾏っている
演習⾵景を⾒てみましょう。

（予備演習）

2⼈ずつの部屋に分けます。
分かれたらカメラをつけて下さい。

お互いに顔を⾒て距離を変えながら
挨拶をしましょう。

（オンライン対応）
2人ずつの部屋に
分かれて演習

（TA：大谷の作業）
学生参加者が奇数の場合は、相方として大谷が入る。

（オペレーターの作業）
2人ずつのブレイクアウトルームに分ける。

（ちょっと解説）

対⼈距離

• 密接距離（intimate distance, 0 〜 45 cm）
–愛撫，格闘，慰め，保護の意識をもつ距離

• 個⼈的距離（personal space, 45〜 120 cm）
–相⼿の気持ちを察しながら，個⼈的関⼼や関係を話し合うこ
とができる距離

• 社会的距離（social distance, 120〜 360 cm）
–秘書や応接係が客と応対する距離，あるいは，⼈前でも⾃分
の仕事に集中できる距離

• 公衆距離（public distance, 360〜 750 cm以上）
–講演会の場合など，公衆との間にとる距離

⾮⾔語的コミュニケーション

•⾮⾔語的コミュニケーションとは
–⾔葉，⼿話，筆談など⾔語的コミュニケーション
以外の部分

–受信者が⾃らの体験を通して感覚的に理解する

•⾮⾔語的コミュニケーションの実体
–⾝体的動作

•表情，視線，姿勢，⾝振り，服装
–近⾔語

•声の⼤きさ，アクセント，話す速さ
–空間

•対⼈距離

（演習準備）
PandAのメールを通じて、 A, B, Cそれぞれに
ミッションを与えます。メールを受け取ったら
ファイル名が⾃分の役割と同じかを確認してく
ださい。
（注）もし⾃分の役割と異なるファイルだった
場合はファイルをダウンロードせずに、間違っ
ている旨を教えて下さい。

（オペレーターの作業）
上記説明後、PandAのメールを各グループ毎に送る。
PandA授業資料にもアップしておく。



スピーカービュー
（話している⼈がメイン画⾯に来る）

画面共有を解除するとスピーカービューに
なる人は、画面右上の「表示」からギャラ
リービューを選択して下さい。

演習の様⼦（ギャラリービュー）

話し手
（Aさん）

聞き手
（Bさん）

観察者（カメラを切る）
Cさん

（演習準備）

与えられたミッションのうち1番を確認して下さい。
Aさん, Bさん, Cさんの3⼈グループを作ります。
与えられたミッションについては決して⼈には⾔
わないように実⾏して下さい。

A

（オペレーターの作業）
前の演習が終わってからこのスライドまでにABC
各々1名ずつの3名で構成されるグループを構築し
ておく。

学生参加者が足りない場合は、服部先生のTA（井堰、宇治原）が参加
（演習）

１セット⽬（話し⼿A,聞き⼿B,観察C)

約3分間で、話し⼿は聞き⼿に「⾃分のこと」
を話してください。
評価者は、2⼈をよく観察してください。

※観察者Cはカメラを切って下さい。

例：出⾝地のこと
⾃分の特技、趣味について
興味あるサークル、部活について
今⽇の朝ごはん、昼ごはんについて

なんでもいいです。

A

（オペレーターの作業）
説明が終わったらグループに分割。

（TA：田中、大谷の作業）
仕事がない場合は、適当にブレイク
アウトルームに侵入して学生の様子を
みる（自分のカメラは切る）

（ふりかえり）

話し⼿：話しやすかったですか？

観察者：会話はうまく成⽴していまし
たか？

（土居先生の作業） 適当に学生にインタビュー
（オペレーターの作業）
ふりかえり中に自動割付を行った後、ABC各々1名ずつの
3名で構成されるグループを構築しておく。

（演習準備）

与えられたミッションのうち2番を確認して下さい。
先ほどは違う3⼈でAさん, Bさん, Cさんのグループ
を作ります。
与えられたミッションについては決して⼈には⾔
わないように実⾏して下さい。 A



（演習）
２セット⽬（話し⼿B,聞き⼿C,観察A)

約3分間で、話し⼿は聞き⼿に「⾃分のこ
と」を話してください。
評価者は、2⼈をよく観察してください。

※観察者Aはカメラを切って下さい。

例：出⾝地のこと
⾃分の特技、趣味について
興味あるサークル、部活について
今⽇の朝ごはん、昼ごはんについて

なんでもいいです。

A

（オペレーターの作業）
説明が終わったらグループに分割。

（TA：田中、大谷の作業）
1セット目と同様

（ふりかえり）

話し⼿：話しやすかったですか？

観察者：会話はうまく成⽴していまし
たか？

（土居先生の作業） 適当に学生にインタビュー
（オペレーターの作業）
ふりかえり中に自動割付を行った後、ABC各々1名ずつの
3名で構成されるグループを構築しておく。

（演習準備）

与えられたミッションのうち3番を確認して下さい。
先ほどは違う3⼈でAさん, Bさん, Cさんのグループ
を作ります。
与えられたミッションについては決して⼈には⾔
わないように実⾏して下さい。 A

（演習）
３セット⽬（話し⼿C,聞き⼿A,観察B)

約3分間で、話し⼿は聞き⼿に「⾃分の
こと」を話してください。
評価者は、2⼈をよく観察してください。

※観察者Bはカメラを切って下さい。

例：出⾝地のこと
⾃分の特技、趣味について
興味あるサークル、部活について
今⽇の朝ごはん、昼ごはんについて

なんでもいいです。

A

（オペレーターの作業）
説明が終わったらグループに分割。

（演習）

話し⼿：話しやすかったですか？

観察者：会話はうまく成⽴していまし
たか？

コミュニケーションについて考えよう

•どういうときにコミュニケーションが難
しいと感じるのか？
–意図することが伝わらない。
–相⼿の意図を正確に把握できない。

•その原因はどこにあるのか？
–価値観、世代、性別、国籍、宗教、⺠族な
ど、⽂化的背景が異なる。

•どうすればそれを改善できるのか？
–相⼿をよく聴き、理解する。
–信頼関係を構築する。



ショートディスカッション

相⼿の話をよく聴くために、どのような⼯夫があ
るか考えて下さい。

グループで相談して意⾒をまとめて下さい。討論時間は５分です。

A

（オペレーターの作業）
3セット目の演習と同じメンバーでいいので、ABCの3人組に
分ける。

傾聴に必要なスキル、技術

• 態度と姿勢
– 「話に好奇⼼があり、集中して聴きたいと思っている」という気持ちが伝わる。
– リラックスした状態か、⾼圧的な姿勢をとっていないか、など。

• 位置関係への配慮
– 対⾯法、90度法（120度法）、平⾏法
– 距離感

• ペーシング
– 声の抑揚、話すスピードやテンポ、呼吸など、相⼿のペースにシンクロさせる。

• ミラーリング
– 鏡のように相⼿と同じ動作を⾏う。姿勢や表情を相⼿と合わせることで、親密
感を⾼める。

• バックトラッキング（おうむ返し）、パラフレーズ（⾔い換え）
– 相⼿の⾔ったことを反復する。いわゆる、オウム返し。完全なコピーではなく、
要約や⼀部抜粋をするとなお良い。

• オープン・クエスチョン
– 「はい、いいえ」ではなく相⼿が⾃由に返答できる質問をする。5W1Hを使う。

• 理解の確認
– 相槌をする。キリの良いところで聴いた内容を⾔い換えて返す。

傾聴の本質は「聞くテクニック」ではなく
「相⼿を理解する」ということ

第一段階
• 表面的なテクニックを使っている

第二段階
• 話し手と聞き手が共通認識を持っている

第三段階

• 聞き手が「この人は自分を理解してくれているな」と心地よ
く感じ、心を開いている。

第四段階

• 聞き手として、話し手の世界そのものが、見える、聞こえる、
感じられる

（聞き手） 積極的に関心を持って、
相手が思っていることまで注意深く耳を傾けること

（話し手） 「理解してくれているな」と思って初めて、
本音を話そうと思うようになる

○○時○○分より再開しますので、
時間に遅れないように戻ってきて下さい。

休憩

（次の演習の前に）
カメラの設定を変更します。

「ビデオの開始」ボタンの右上の矢印から、
「ビデオ設定…」を選択

カメラの設定を変更します。

「ビデオ以外の参加者を非表示」に
チェックを入れます。
（PCによって少し表示が異なります。）



傾聴を実践してみよう（１）

【少年サッカークラブにて】

和哉は⼩学４年⽣で、⼤のサッカー好き。⼩学校⼊学するとす
ぐにサッカーを習い始めて、これまで⼀⽣懸命トレーニングをし
てきた。５年⽣からは、対外試合に出場できるのをとても楽しみ
にしている。⼀⽅、和哉のお⺟さんは、彼の実⼒ではせいぜい途
中交代できる程度なので、これ以上サッカーを続けさせるよりも
学習塾へ⼊れて中学受験をさせたほうがよいと思っていた。
ある⽇、お⺟さんが和哉に「サッカーは もうやめて 塾に⾏こ
うか？」と切り出した。和哉は 勉強ができないわけではないが、
塾での勉強には全く関⼼がない。サッカーをどうしても続けたい
のだが、これまでお⺟さんの⾔うことには逆らったことがない。
そこで、和哉がコーチのあなたのところに相談にきた・・・。

ボランティアを募集します！（性別気にしません）

ロールプレイをする人
のみカメラをONにする。 傾聴を実践してみよう（２）

【少年サッカークラブにて】
続いて お⺟さんがやってきた。コーチのあなたは和哉

をグランドに戻して、お⺟さんと話をし始める・・・。

お母さんを募集します！

傾聴を実践してみよう（３）

【振り返り】

• 今のやり取りについて、振り返ってみましょう。
–和哉くんの感想：

よかった点はどこですか？
–お⺟さんの感想、町⽥コーチの感想：

よかった点はどこですか？
–聴衆の感想：

よかった点はどこですか？
何か改善できる点はありますか？

傾聴を実践してみよう（１ʻ）

【進路相談室にて】
真由は⾼校３年⽣。⺟親の強い期待で、中⾼⼀貫校に進学した。
好きな吹奏楽部のない学校では特に楽しいことも⾒出せず、⼀⼼
不乱に勉強に励んできた。しかしながら、志望する国⽴⼤学の受
験の当⽇、朝からひどい頭痛があり、試験に臨んだものの残念な
がら不合格となってしまった。⺟親は、合格している私⽴⼤学も
屈指の有名⼤学であり、経済的に余裕があるため、浪⼈よりも私
学に進んでほしいと思っている。ただ、真由は、好きな吹奏楽も
できずに勉強だけと思ってきただけに、この受験の結果には全く
納得ができない。是⾮とも、再チャレンジしたいと思っている。
そこで、真由は、クラス担任である あなたのところに相談に
やってきた・・・。

ボランティアを募集します！（性別気にしません）

ロールプレイをする人
のみカメラをONにする。

傾聴を実践してみよう（２ʼ）

【進路相談室にて】
真由に是⾮とも⺟親を説得してほしいと頼まれ、⺟親と⾯談す
ることになった・・・。

お母さんを募集します！

傾聴を実践してみよう（３ʼ）

【振り返り】

• 今のやり取りについて、振り返ってみましょう。
–真由さんの感想：

よかった点はどこですか？
–お⺟さんの感想：

よかった点はどこですか？
–聴衆の感想：

よかった点はどこですか？
何か改善できる点はありますか？



傾聴を実践してみよう（４）

（オペレーターの作業）自動割付で2人ペアを作り、1分くらい
経ったら全員をメインルームに戻す。

【病室にて（シナリオ１）】

（演習準備）
２⼈ペアを作ります。
⼀⼈はボランティア、もう⼀⼈は患者役です。
お互いに⾃⼰紹介をした後、役割分担を決めたらメイン
ルームに戻ってきて下さい。

傾聴を実践してみよう（４）

【病室にて（シナリオ１）】
ボランティア役、患者役それぞれのシナリオをPandA

メールより配布しますので、⾃分の役のシナリオのみを読
んで下さい。（PandAの授業資料にも置いてあります。）

再度ペアに分けますので、ボランティア役の⾃⼰紹介か
ら始めてください。

（オペレーターの仕事）
メインルームでチャットでボランティア役と患者役シナリオを配布し、読んでもらう。
読み終わったらブレイクアウトルームを実行。（元の2人組に戻る）

傾聴を実践してみよう（５）

お互いの⽴場に⽴って、うまくコミュニケー
ションできましたか？

傾聴⼒という観点で、⾃分たちのコミュニケー
ションを振り返ってみてください

（オペレーターの仕事）
ペアで振り返りを行う際はブレイクアウトルームを実行。

傾聴時に起こる問題と対策

• 信頼関係ができていない
– 相⼿が話をしたいと思えるような関係が構築できていない
– 簡単なコミュニケーションを重ねて⼈間関係を育む

• ⾃分の先⼊観や感情を捨てきれていない
– 相⼿の考えや感情を理解し、共感する姿勢が必要である
– 意識が⾃分に向いた内的傾聴になっていないか注意する

• 意⾒や提案を述べてしまう
– 相⼿から求められていないのに⾃分の意⾒や提案を述べると、相⼿
からの信頼を損なうことがある

– 指導や教育のフェーズでは有効なこともあるが、聴いているときは
傾聴することに集中する

• トレーニングが不⾜している
– ぎこちないペーシングや不⾃然なミラーリングは不信感を募らせる
結果になる

– ロールプレイなどで練習し経験を積む

今後、うまくこなしていってください

• サークル活動 （⼈間関係： 縦・横の関係構築）

• アルバイト （⾯接： 主従関係）

• 教員 （相談： アポ取り）

• 教務掛等職員 （問い合わせ：協⼒関係を構築）

• 先輩、仲間 （交渉：ノートをどう借りる？）

• 親 （交渉：下宿をしたい、⾦の無⼼）

• 合コン （初対⾯者との会話）

• 気になる異性 （次につなげるためには）

• PandAの課題にコメントペーパーをアップし
ていますので、回答して下さい。
締切：本⽇24:00まで

おわりに

（今⽇の応⽤）
意⾒を書くことも、コミュニケーションのひと
つです。相⼿に通じやすいように書きましょう。

※他の講義の際に影響しますので、カメラの設定を戻しておいて下さい。

①「ビデオの開始」ボタンの右上の矢印から、「ビデオ設定…」を選択
②ビデオの中の「ビデオ以外の参加者を非表示」のチェックをはずします。



 

 

医療社会学 

	

	

	

	 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。	

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	



科目ナンバリング 　U-PHA00 3C313 LJ86　

授業科目名
　<英訳>

医療社会学
Medical Sociology

  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

  2021・
   前期 曜時限  水1

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

学科  薬科学科,薬学科 科目に対する区分   

 [授業の概要・目的]

超高齢化社会を迎え，医療は大きな方向転換を迫られる一方で，医療の質を維持・向上することが求められている。
前半では，医療制度と医療経済を取り上げ，限りある医療資源の効果的かつ効率的な利用について考察する。後半で
は，地域包括ケアシステム・チーム医療において薬剤師が果たすべき役割について学ぶ。

 [到達目標]

１．医療制度・政策の構造と課題について説明できる。
２．高齢化社会の問題を経済学的に分析できる。
３．チーム医療における薬剤師の職能を説明できる。
４．安全管理における薬剤師の役割を説明できる。

 [授業計画と内容]

１．医療と社会
２．健康の多面性とヘルスプロモーション
３．医療倫理と資源の分配
４．医療経済と政策
５．医療保険制度の構造と課題
６．医療供給制度の構造と機能分化
７．医療制度の国際比較
８．医療と薬剤師
９．プライマリ・ケアと薬剤師
１０．在宅医療・介護と薬剤師
１１．病院でのチーム医療
１２．医薬品の管理と供給
１３．医薬品情報とリスクマネジメント
１４．薬害
１５．全体のまとめ

 [履修要件]

地域医療薬学を履修していること。

 [成績評価の方法・観点]

出席および小テスト20％、定期試験80％。
小テストでは，講義内容のうち重要な基本的語句についての理解を求める。定期試験では、医療と社会，それに関わ
る薬剤師の役割に関する重要な事項について問い，講義全体に対する習熟度を評価する。

 [本講義と関連する講義]

「薬の世界」入門，地域医療薬学，医療実務事前学習

医療社会学(2)へ続く↓↓↓



医療社会学(2)

 [対応するコアカリキュラム一般目標（薬学科）]

A(1)(2)(3)(4), B(1)(2)(3)(4), E3(1), F(3)(4)(5)

 [教科書]

授業中にプリントを配布する。

 [参考書等]

  （参考書）
津川友介 『「医療政策」の教科書』（医学書院）ISBN:978-4-260-02553-9
望月眞弓，武居光雄，狭間研至 『薬学と社会』（中山書店）ISBN:978-4-521-74448-3
日本薬学会　編 『薬学総論Ⅱ』（東京化学同人）ISBN:978-4-807-91701-3
日本薬学会　編  『臨床薬学Ⅰ　臨床薬学の基礎および処方箋に基づく調剤』（東京化学同人）ISBN:978-4-807-
91719-8
日本薬学会　編  『臨床薬学Ⅱ　薬物療法の実践』（東京化学同人）ISBN:978-4-807-91720-4
日本薬学会　編  『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）ISBN:978-4-
807-91721-1
堀　了平ら監修 『医療薬学 第6版』（廣川書店）ISBN:978-4-567-48166-3

 [授業外学修（予習・復習）等]

授業内容の理解を深めるために、事前に配布される資料等を読んでくること。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））

※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。



統合薬学教育開発センター

津田真弘

医療社会学

8. 医療と薬剤師

2021年6月9日
医療社会学（4回生）

本日䛾内容

1. 医療社会学後半䛾予定

2. 薬剤師䛾現状と皆さんに期待すること

3. 薬剤師として䛾基本事項

【授業䛾概要・目的】

超高齢社会を迎え，医療䛿大きな方向転換を迫られる一方で，医療䛾質を

維持・向上することが求められている。

前半で䛿，医療制度と医療経済を取り上げ，限りある医療資源䛾効果的かつ

効率的な利用について考察する。後半で䛿，地域包括ケアシステム・チーム

医療において薬剤師が果たすべき役割について学ぶ。

本科目䛾テーマと目的

シラバスより

【到達目標】

１．医療制度・政策䛾構㐀と課題について説明できる。

２．高齢化社会䛾問題を経済学的に分析できる。

３．チーム医療における薬剤師䛾職能を説明できる。

４．安全管理における薬剤師䛾役割を説明できる。

前半で学んだ医療制度䛾中で、薬剤師䛿何が出来るか？何をしなけれ䜀ならない䛾か？

医療社会学 （4回生前期、水曜1限8:45～10:15）

コマ数 2021年度日程 担当者 講義タイトル

8 6/9（水） 津田 真弘 医療と薬剤師（オンライン）

9 6/16（水） 宗 可奈子 プライマリケアと薬剤師（オンライン）

10 6/23（水） 津田 真弘 在宅医療・介護と薬剤師

11 6/30（水） 津田 真弘 病院で䛾チーム医療

12 7/7（水） 津田 真弘 医薬品䛾管理と供給

13 7/14（水） 津田 真弘 医薬品情報とリスクマネジメント、薬害

14 7/21（水） 津田 真弘、宗 可奈子 テスト（予定）

医療社会学後半䛾授業予定

5

後半䛾評価方法

評価方法

・平常点（授業へ䛾出席およびそ䛾態度）（10点）

・定期試験（40点）

【シラバスより】
出席および小テスト20%、定期試験80%



本日䛾内容

1. 医療社会学後半䛾予定

2. 薬剤師䛾現状と皆さんに期待すること

3. 薬剤師として䛾基本事項

薬剤師って多い䛾？少ない䛾？



薬剤師䛾需要に影響を与える要因

薬剤師䛾需給バランス䛿将来的に供給が上回る見込みですが、需給に影響を与えるさまざまな要因がありま
す。そ䛾なかでも代表的なも䛾を紹介します。

◆テクニシャン制度

欧米で䛿ピッキングや薬剤䛾調製など䛾作業を代行する「テクニシャン」が配置されており、薬剤師が管理指
導や薬物治療など専門性䛾高い業務に集中できる環境が整っています。
日本で䛿2019年4月2日より、一定䛾要件を満たした薬剤師以外䛾職員が、薬剤師䛾指示䛾もとピッキングな
ど一部䛾作業を代行できることが明示されました。欧米䛾テクニシャンに比べてそ䛾裁量䛿限定的ですが、薬
剤師不足䛾緩和に寄与する制度として注目を集めています。

◆対物業務䛾機械化

今後䛿技術䛾進歩によってAIやロボットによる単純業務䛾代替も考えられます。まだごく一部䛾薬局に限られ
ますが、薬剤師䛾指示を受けると自動でピッキングするマシーンが導入されている店舗䛿存在しており、技術革
新によって一気に普及する可能性もあるでしょう。

◆新型コロナウイルス䛾感染拡大に伴う患者行動䛾変化

全世界的にさまざまな影響を及ぼしている新型コロナウイルス䛾感染拡大ですが、薬剤師䛾需要側にも影響
を与えています。感染防止䛾ため「処方䛾長期化」と「患者䛾受診控え」が発生し店舗当たり䛾処方箋枚数が減
ったことで、薬局䛾薬剤師䛾需要も減少している䛾です。 次䛾グラフを見ると、処方䛾長期化䛿ピーク時で前年
度比120％近く伸び、患者数䛿前年度比約80％まで落ち込んでいることがわかります。

薬剤師が供給過多になる時代に

どんな薬剤師を目指すべきな䛾
か？

薬剤師として求められる基本的な資質

①薬剤師として䛾心構え
医療䛾担い手として、豊かな人間性と、生命䛾尊厳について䛾深い認識をもち、薬剤
師䛾義務及び法令を遵守するとともに、人䛾命と健康な生活を守るため䛾使命感、責
任感及び倫理観を有する。

②患者・生活者本位䛾視点
患者䛾人権を尊重し、患者及びそ䛾家族䛾秘密を守り、常に患者・生活者䛾立場に
立って、これら䛾人々䛾安全と利益を最優先する。

③コミュニケーション能力
患者・生活者、他職種から情報を適切に収集し、これら䛾人々に有益な情報を提供す
るため䛾コミュニケーション能力を有する。

④チーム医療へ䛾参画
医療機関や地域における医療チームに積極的に参画し、相互䛾尊重䛾もとに薬剤師
に求められる行動を適切にとる。

⑤基礎的な科学力
生体及び環境に対する医薬品・化学物質等䛾影響を理解するために必要な科学に
関する基本的知識・技能態度を有する。

薬剤師として求められる基本的な資質

⑥薬物療法における実践的能力
薬物療法を主体的に計画、実施、評価し、安全で有効な医薬品䛾使用を推進するた
めに、医薬品を供給し、調剤、服薬指導、処方設計䛾提案等䛾薬学的管理を実践す
る能力を有する。

⑦地域䛾保健・医療における実践的能力
地域䛾保健、医療、福祉、介護及び行政等に参画・連携して、地域における人々䛾健
康増進、公衆衛生䛾向上に貢献する能力を有する。

⑧研究能力
薬学・医療䛾進歩と改善に資するために、研究を遂行する意欲と問題発見・解決能力
を有する。

⑨自己研鑽
薬学・医療䛾進歩に対応するために、医療と医薬品を巡る社会的動向を把握し、生涯
にわたり自己研鑽を続ける意欲と態度を有する。

⑩教育能力
次世代を担う人材を育成する意欲と態度を有する。

他䛾医療系学部と䛾比較 京都大学薬学部䛾「ディプロマ・ポリシー」

ディプロマ・ポリシー：教育理念あるい䛿学位授与䛾方針

＝ こういう人を育てたい、こういう人になって欲しいという学部䛾意思

【薬学科】

薬学部薬学科䛿、自然や社会、健康や疾病に関わる多様な事象に関心を持ち、医療薬学および生命薬学を通
して薬学䛾進展と社会䛾発展に貢献できる専門能力とリーダーシップをもつ人材䛾育成を目的としています。
本学科で䛿、6年以上在学し、所定䛾単位を修得したうえで、次に掲げる目標を達成した学生に学士 （薬学）を
授与します。

1．広範な教養と医療人として相応しい人間性、社会性、倫理観に基づいた主体的行動ができる能力䛾修得

2．グローバルなコミュニケーション能力および多様性に対する理解力䛾修得

3．将来、医療薬学研究者、薬剤師・医療従事者䛾リーダーとして䛾役割を果たすため䛾責任感、使命感、倫理
観䛾涵養

4．医療薬学研究者、薬剤師・医療従事者として必要な創薬化学、生命薬科学、医療薬科学に関する専門知識
・技能・態度䛾修得と、世界水準䛾医療薬学研究、医療を実施する素地䛾涵養

5．修得した専門知識・技能・態度を総合化し、医療薬学研究者、先端医療を担う薬剤師・医療従事者として必
要な問題発見および問題解決䛾基礎的能力䛾修得



薬学科䛾皆さんに
何を学んで欲しいか

現代に起きている問題について、自分䛾頭で考えて欲しい。

基礎系科目・・・これまで䛾知識体系、これまでに明らかになってきたことを講義で学ぶ

身につけた知識をベースに研究

地域医療薬学
医療社会学・・・現代䛾社会で起こっていること、行われていることを講義・演習で学ぶ

問題解決を考える

“答え䛾無い問いに挑む”

研究者に必要な能力

答え䛾無い問いに挑む

問題解決能力課題発見能力

薬剤師に必要な能力
“Pharmacist-Scientist”

＋自ら䛾業務䛾有効性や安全性を客観的に証明する科学力

名古屋市立大学 鈴木匡先生䛾スライドより引用
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薬学科䛾皆さんに
意識して欲しいこと（私見）

 Pharmacist・・・患者さんに寄り添える力

 Scientist・・・新しいも䛾を生み出す力

・臨床で患者さんとどう向き合うか？
・創薬䛾現場で患者さんを意識しているか？

・副作用を減らすために何かできないか？
・より良い薬を開発するために何が出来るか？

・より快適な社会を実現するためにどう制度を変えて
いけ䜀いい䛾か？

現状をより良く変えていくために
京大生へ䛾期待

科学的な視点で、薬剤師業務を評価する。

薬剤師がどれだけ医療に貢献しているかを客観的データに
基づいてアピール

学会発表
論文発表

制度改革
薬剤師がさらに活躍できる
環境が整っていく。

新たな制度や社会䛾仕組みを考案したり、新たなビジョンを
提案する。

本日䛾内容

1. 医療社会学後半䛾予定

2. 薬剤師䛾現状と皆さんに期待すること

3. 薬剤師として䛾基本事項



大事だと思ったところを中心に解説

・患者・生活者䛾視点に立つ

・プロフェッショナルと䛿？

・社会に認められる薬剤師と䛿？

パターナリズム（父権主義）
19世紀䛾医療。病をもち救いを求めてきた病者に対し、しっかりとした知識と

技能を身につけ、そして慈愛䛾心に満ちた医療者がそ䛾すべてを支えるといっ
た父と子䛾関係で成り立つ考え方。

常に患者・生活者䛾視点に立ち、医療䛾担い手としてふさわしい態度で行動する。

患者䛾自律性䛾尊重

今䛾医療䛾世界を支える基本原則䛾一つ。医療人䛿常に自分䛾視点䛾みに立った
意思決定で䛿なく、相手䛾視点をしっかり理解し、価値観に配慮し、立場をおもん䜀
かり、そ䛾意思決定を尊重することが求められる。
すべて䛾医療人に求められている基本姿勢。

患者・生活者䛾視点に立つ、そう努力することが医療人䛾責務

患者䛾自律性䛾尊重
SBO1（学習䛾到達目標）

段階 内容

第1段階 患者䛾問題を抽出・定式化

第2段階 定式化した問題を解決する情報䛾検索

第3段階 得られた情報䛾批判的吟味

第4段階 患者へ䛾適用

第5段階 すべて䛾段階䛾評価

 EBM（Evidence-based medicine：根拠に基づく医療）
医学・薬学䛿科学（science）であり、科学的に立証された根拠に基づいて医療を行う。

 NBM（Narrative-based medicine：物語に基づく医療）

一人一人䛾人生䛾物語に耳を傾けること、つまり患者䛾視点に立ち、そ䛾物語を
共有することがEBM䛾最終段階として重要。

EBMとNBM

病歴聴取、診断

臨床推論、文献検索

情報を科学的に考察

Science?

【事例】

進行大腸がんを診断し、最適な治療法を示す文献を検索し、現段階で最大䛾効果を
もたらす化学療法を決定する。ここまでが第3段階である。

第4段階を考えてみよう。
・患者䛿40歳で、小学生䛾子供をもつ母親だったとするとどうか？

・患者が人生を堪能した80歳䛾高齢者であったらどうか？

スタンダード薬学シリーズⅡ-1 薬学総論p.41

段階 内容

第1段階 患者䛾問題を抽出・定式化

第2段階 定式化した問題を解決する情報䛾検索

第3段階 得られた情報䛾批判的吟味

第4段階 患者へ䛾適用

第5段階 すべて䛾段階䛾評価

EBM䛾最終段階として䛾NBM

→（例え䜀）リスクがあっても最大䛾効果をもたらす化学療法を選び、少しでも
子供と一緒䛾時間を過ごそうとする。

→（例え䜀）副作用䛾強い化学療法を選䜀ず、豊かで穏やかな時間を過ごしたいと思う。

医療䛾担い手としてふさわしい態度と䛿？

常に患者・生活者䛾視点に立ち、医療䛾担い手としてふさわしい態度で行動する。

SBO1（学習䛾到達目標）

医療人プロフェッショナリズム

スタンダード薬学シリーズⅡ-1 薬学総論p.42

常に患者・生活者䛾視点に立ち、医療䛾担い手としてふさわしい態度で行動する。

SBO1（学習䛾到達目標）

医療人プロフェッショナリズム

William Osler (1849～1919)

現代䛾医療䛾考え方に基本となる
“全人的医療”を唱えた医師。ベッ
ドサイドで䛾医学生教育を実践す
るなど医学教育䛾祖と言われてい
る。

Science, Art, Humanity
スタンダード薬学シリーズⅡ-1 薬学総論p.43



 振り返る能力を身につける

 自己達成感䛾喜びを知る

プロフェッショナリズム䛾学習方法

スタンダード薬学シリーズⅡ-1 薬学総論p.44

医療人に䛿、質䛾高い医療サービスを提供し、目䛾前䛾患者一人一人を救うという
基本的な責務と同時に、そ䛾患者を取り巻く社会を意識し、継続して高い医療が公
平に提供できるような集団として䛾責務を求められている。

医療人として䛾薬剤師䛿こ䛾ような大きな責務を担う職業であることをどう学ぶ䛾か？

自らを振り返り、自ら䛾優れた点を伸䜀し、至らぬところを補う力を身につけること
生涯にわたる学習者として䛾自律䛾達成

皆さん䛿なぜ薬学部を選びましたか？なぜ薬学科（薬科学科）を選びましたか？

社会䛾医療人に対するニーズである「病をもつ人が抱える身体・心理・社会上䛾
問題䛾解決を支援して欲しい」に応えることが出来た時、大きな喜びであり使命
感を支える。

【事例】
認知症病棟に入院していた78歳䛾男性が高熱を出した。主治医䛿誤嚥性肺炎を疑い、
抗菌薬を処方したが発熱䛿治まらない。胸部X線写真でも明らかな肺炎像䛿認められな

い。ケースカンファレンス（症例検討会）で、看護師から全身䛾筋緊張が高く、体位変換を
する時に配慮が必要であると䛾報告があった。薬剤師がそ䛾報告を聞き、こ䛾患者が1ヵ
月前に非常勤䛾精神科䛾医師䛾診察を受け、向精神薬が投与されていることを報告、薬
剤性悪性症候群䛾可能性䛿ないかと質問した。主治医䛿患者䛾クレアチンキナーゼが
高値であることを確認。向精神薬䛾中止により、患者䛿㏿やかに解熱した。

悪性症候群
主に向精神薬䛾開始や中断・再開などによって，高熱，意識障害，筋強直，横紋筋融解などをきたす症候群。
ドパミンと他䛾脳内神経伝達物質䛾バランス䛾不均衡が急に生じるために発現すると想定されるが，詳しい機
序䛿不明である。診断䛿大症状（発熱，筋強直，CK値䛾上昇）と小症状（頻脈，頻呼吸，血圧異常，意識変容
，発汗，白血球増多）䛾うち大症状3つ，また䛿大症状2つ＋小症状4つ以上と臨床検査値を参考に診断する。
治療としてまず原因薬䛾使用を中止し，脱水䛾補正，体温調節（全身冷却），呼吸管理とともに筋弛緩，解熱効
果に期待しダントロレンナトリウム䛾投与をおこなう。

・診断に至る詩論が正しい答えを生みだした知的満足感
・一人䛾患者を救った喜び
・チーム医療䛾一員として使命を果たしたことに対する満足感

こ䛾薬剤師が感じたも䛾

スタンダード薬学シリーズⅡ-1 薬学総論p.45

日本救急医学会HP 医学用語解説集を一部改変

皆さんにとって䛾“プロフェッショナル”って
何ですか？

医療人として
䛾力量

知識・技能・
態度

人間性

子供䛾ころ
から培われ

たも䛾

情 熱

仕事と人生
に対するエ
ネルギー

医療人䛾社会から䛾評価

掛け算な䛾でどれか一つでも0になると
全体が0になってしまう。

薬剤師に対する評価

スタンダード薬学シリーズⅡ-1 薬学総論p.65 スタンダード薬学シリーズⅡ-1 薬学総論p.165

日本における医療環境䛾変化

ニーズが変化してきているため、評価をしてもらうに䛿、
変化に適応して行かなけれ䜀ならない！！



調剤業務䛾変化

スタンダード薬学シリーズⅡ-1 薬学総論p.71

病棟薬剤業務䛾変遷

スタンダード薬学シリーズⅡ-1 薬学総論p.73

“対物”業務から“対人”業務へ

患者さんが薬を受け取るまでから、
受け取って飲んだ後まで

副作用モニタリング
投与設計
処方提案 etc…

Take home message

・京都大学薬学部薬学科（薬科学科）で薬剤師免許を取る意味と䛿？

・患者、生活者本位䛾視点と䛿？

・プロフェッショナルと䛿？

・社会に認められる薬剤師と䛿？

自分自身䛾答えを探すことが大切です！！

医療社会学 （4回生前期、水曜1限8:45～10:15）

コマ数 2021年度日程 担当者 講義タイトル

8 6/9（水） 津田 真弘 医療と薬剤師（オンライン）

9 6/16（水） 宗 可奈子 プライマリケアと薬剤師（オンライン）

10 6/23（水） 津田 真弘 在宅医療・介護と薬剤師

11 6/30（水） 津田 真弘 病院で䛾チーム医療

12 7/7（水） 津田 真弘 医薬品䛾管理と供給

13 7/14（水） 津田 真弘 医薬品情報とリスクマネジメント、薬害

14 7/21（水） 津田 真弘、宗 可奈子 テスト（予定）

医療社会学後半䛾授業予定



 

 

地域医療薬学 

	

	

	

	 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密接に関わる薬剤師についての基本的な

知識や態度を学習しました。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。	

また、外部講師の先生にも講義を行っていただきました。名古屋市立大学薬学

部教授の鈴木匡先生には薬局薬剤師や薬剤師による研究について、すこやか薬

局の中川直人先生には在宅医療・介護における薬剤師の役割や学校薬剤師の活

動について講義を行っていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



科目ナンバリング 　U-PHA00 3C317 LJ86　

授業科目名
　<英訳>

地域医療薬学【H30以降入学者用】 
Community Clinical Pharmacy

  担当者所属・
  職名・氏名

講師 薬学研究科 津田　真弘
助教 薬学研究科 宗　可奈子

名古屋市立大学　教授 鈴木　匡
一般社団法人メディカプラン京都
理事長　　　　　　　　　　　　 中川　直人

 

配当
学年  2,3回生 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2021・
   前期 曜時限  木1

授業
形態  講義

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   

 [授業の概要・目的]

現在、医療現場では超高齢社会を迎え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、地域医療における薬剤師の役割を学ぶとともに、在宅医療、学校薬剤師、災
害時医療など現在の薬剤師に求められている活動について学ぶ。さらに、チーム医療やプライマリケア、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。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．地域の保健、医療、福祉について現状と課題を認識するとともに、その質を向上させるための薬局及び薬剤師の
役割とその意義を理解する。 
２．在宅医療・介護の必要性を認識し、在宅医療・介護の仕組みと薬剤師の役割について理解する。 
３．地域保健における薬剤師の活動に関心を持ち、公衆衛生の向上に貢献する使命感を身につける。 
４．生活習慣病、職業病などについて現状とその予防に関する基本的事項を説明できる。 
５．災害時における医療の課題を認識するとともに、災害時医療における薬局及び薬剤師の役割を理解する。
６．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。 
７．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．地域における薬局と薬剤師（１）：医薬分業の意義と動向、地域における薬局の機能 
２．地域における薬局と薬剤師（２）：地域包括ケアの理念、在宅医療・居宅介護の概要 
３．在宅医療・介護への参画（１）：在宅医療・介護の目的、仕組み、支援内容 
４．在宅医療・介護への参画（２）：在宅医療・介護を受ける患者の特色と背景、利用可能な社会資源（ソーシャル
ワーカー、老人ホーム、デイサービス等）  
５．在宅医療・介護への参画（３）：在宅医療・介護における薬剤師の役割 
６．地域保健への参画（１）：薬物乱用の現状と薬剤師にできること 
７．地域保健への参画（２）：地域における代表的活動（自殺防止、感染予防、アンチドーピング）、学校薬剤師、
スポーツファーマシストの役割  
８．前半のまとめ
９．災害時医療：災害時における薬局および薬剤師の役割 
１０．疾病予防への参画：疾病予防への方策（１～３次予防、健康増進政策等）、生活習慣と疾病の関わり、母子保
健（新生児マススクリーニング、母子感染と予防対策）、労働衛生 
１１．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 
１２．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、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） 
１３．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） 
１４．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、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）
１５．全体のまとめ

地域医療薬学【H30以降入学者用】 (2)へ続く↓↓↓



地域医療薬学【H30以降入学者用】 (2)

 [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、２０点）、課題レポート（３０点）、定期試験（５０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。定期試験では、在宅医療や災害時における薬剤師の役割、地
域における薬剤師の代表的活動の意義、地域医療に関する諸問題や解決策に関して薬剤師としてどのように関わるか
等について論述できるかが問われる。

 [本講義と関連する講義]

「薬の世界」入門、多職種連携医療体験実習、医療社会学、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）]

A（１）、A（４）、B（３）、B（４）、D１（２）、E２（９）、F（４）、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]

授業内容の理解を深めるために、事前に配布される資料等を読んでくること。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））

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。

※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に関する講義・演習などを行う。  



統合薬学教育開発センター

津田真弘

地域医療薬学

1. イントロダクション

2021年4月8日
地域医療薬学（2, 3回生）

本日䛾内容

1. 地域医療薬学で何を学ぶか

2. 薬剤師䛾現状

3. 地域医療における薬剤師を取り巻くキーワード

現在、医療現場で䛿超高齢社会を迎え在宅医療など䛾必要性

が増している。また、医薬分業䛾進展により薬剤師䛾職能䛿様

々に変化している。本授業で䛿、地域医療における薬剤師䛾役

割を学ぶとともに、在宅医療、学校薬剤師、災害時医療など現

在䛾薬剤師に求められている活動について学ぶ。さらに、チー

ム医療やプライマリケア、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。

これら䛾活動を通して、医療䛾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

用するため䛾基本的態度を修得する。

本科目䛾テーマと目的

シラバスより

4

こ䛾科目䛾特徴䛿？

・薬剤師について学ぶ！

・現代を学ぶ！

5

皆さんに望むこと

地域で働く薬剤師䛾現状を知って、
どんな問題がある䛾か、そ䛾問題
をどう解決すれ䜀よいか、をみんな
で考えていく。

地域医療薬学 （2, 3回生前期、木曜1限8:45～10:15） 薬学講堂にて対面授業䛾予定

コマ数 2021年度日程 担当者 講義タイトル

1 4/8（木） センター教員（津田） イントロダクション：地域医療薬学と䛿

2 4/15（木） センター教員（津田） 災害時における薬剤師䛾役割、へき地医療と薬剤師（予定）

3 4/22（木） センター教員（津田） 地域医療におけるキーワード（予定）

4/29（木） 昭和䛾日で休み

4 5/6（木）
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䛾役割

5 5/13（木）
名古屋市立大学
鈴木 匡 先生

在宅支援と薬局薬剤師

6 5/20（木）
名古屋市立大学
鈴木 匡 先生

地域医療に貢献する薬剤師䛾課題と将来

7 5/27（木）
すこやか薬局
中川 直人 先生

在宅医療における薬剤師䛾活躍䛾実際

8 6/3（木）
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䛾役割

9 6/10（木） センター教員（津田） 薬局薬剤師䛾役割と未来（まとめ）

10 6/17（木） センター教員（津田） 地方自治体における薬剤師䛾仕事、公衆衛生（予定）

11 6/24（木） センター教員（津田） 地域におけるチーム医療（予定）

12 7/1（木） センター教員（宗） セルフメディケーション（1）（予定）

13 7/8（木） センター教員（宗） セルフメディケーション（2）（予定）

14 7/15（木） センター教員（津田） 病院薬剤師と地域医療、全体䛾まとめ

授業予定 ※順序、内容䛿変更䛾可能性あり



授業形式

・講義形式

・演習形式：SGDなどで討議、プロダクト䛾作成、発表

授業形式

著作権に配慮した上でPandA䛾リソースにアップ予定

講義資料

評価方法

評価方法

・平常点（授業へ䛾出席およびそ䛾態度）（20点）

・課題レポート（30点）

・定期試験（50点）

本日䛾内容

1. 地域医療薬学で何を学ぶか

2. 薬剤師䛾現状

3. 地域医療における薬剤師を取り巻くキーワード



薬剤師って多い䛾？少ない䛾？

薬剤師が供給過多になる時代に

持っているだけ䛾薬剤師免許䛿
意味がある䛾か？

京都大学薬学部䛾「ディプロマ・ポリシー」

ディプロマ・ポリシー：教育理念あるい䛿学位授与䛾方針

＝ こういう人を育てたい、こういう人になって欲しいという学部䛾意思

【薬学科】

薬学部薬学科䛿、自然や社会、健康や疾病に関わる多様な事象に関心を持ち、医療薬学および生命薬学を通
して薬学䛾進展と社会䛾発展に貢献できる専門能力とリーダーシップをもつ人材䛾育成を目的としています。
本学科で䛿、6年以上在学し、所定䛾単位を修得したうえで、次に掲げる目標を達成した学生に学士 （薬学）を
授与します。

1．広範な教養と医療人として相応しい人間性、社会性、倫理観に基づいた主体的行動ができる能力䛾修得

2．グローバルなコミュニケーション能力および多様性に対する理解力䛾修得

3．将来、医療薬学研究者、薬剤師・医療従事者䛾リーダーとして䛾役割を果たすため䛾責任感、使命感、倫理
観䛾涵養

4．医療薬学研究者、薬剤師・医療従事者として必要な創薬化学、生命薬科学、医療薬科学に関する専門知識
・技能・態度䛾修得と、世界水準䛾医療薬学研究、医療を実施する素地䛾涵養

5．修得した専門知識・技能・態度を総合化し、医療薬学研究者、先端医療を担う薬剤師・医療従事者として必
要な問題発見および問題解決䛾基礎的能力䛾修得

＋自ら䛾業務䛾有効性や安全性を客観的に証明する科学力

名古屋市立大学 鈴木匡先生䛾スライドより引用

地域医療薬学を通して
何を学んで欲しいか

現代に起きている問題について、自分䛾頭で考えて欲しい。

基礎系科目・・・これまで䛾知識体系、これまでに明らかになってきたことを講義で学ぶ

身につけた知識をベースに研究

地域医療薬学・・・現代䛾社会で起こっていること、行われていることを講義・演習で学ぶ

授業䛾中で問題解決を考える

“答え䛾無い問いに挑む”



研究者に必要な能力

答え䛾無い問いに挑む

問題解決能力課題発見能力

薬剤師に必要な能力
“Pharmacist-Scientist”

現状をより良く変えていくために
京大生へ䛾期待

科学的な視点で、薬剤師業務を評価する。

薬剤師がどれだけ医療に貢献しているかを客観的データに
基づいてアピール

学会発表
論文発表

制度改革
薬剤師がさらに活躍できる
環境が整っていく。

新たな制度や社会䛾仕組みを考案したり、新たなビジョンを
提案する。

本日䛾内容

1. 地域医療薬学で何を学ぶか

2. 薬剤師䛾現状

3. 地域医療における薬剤師を取り巻くキーワード

2025年

さて何䛾年でしょう？

地域医療における薬剤師を取り巻く
キーワード

・超高齢社会

・地域包括ケアシステム

・在宅医療

・かかりつけ薬局、かかりつけ薬剤師

・2025年問題（→2040年問題）

・医薬分業

・セルフメディケーション

・健康サポート薬局

日本䛾地域医療、地域で
働く薬剤師䛾現状を把握
しよう。

・チーム医療 ・オンライン服薬指導

24

日本䛾人口䛿
増えていますか？
横䜀いですか？
減っていますか？



25

超高齢社会䛾日本

内閣府 令和2年版高齢社会白書（全体版）

日本䛿世界一䛾高齢化率

内閣府 令和2年版高齢社会白書（全体版）

高齢者って何歳から？

一般的に䛿・・・
65歳以上を高齢者と定義 医学的・生物学的根拠䛿ない

2017年1月5日 日本老年学会・日本老年医学会
「高齢者䛾定義と区分に関する提言」

65～74歳 准高齢者 准高齢期 （pre-old）
75～89歳 高齢者 高齢期 （old）
90歳～ 超高齢者 超高齢期 （oldest-old, super-old）

高齢化率による社会䛾分類

高齢化社会 高齢化率7%を超えた状態

高齢社会 高齢化率14%を超えた状態

超高齢社会 高齢化率21%を超えた状態

最新䛾日本䛾データ・・・2018年：28.1%

日本䛾場合

1970年～

1994年～

2007年～

2025年問題

約800万人いるとされる団塊䛾世代が後期高齢者（75歳以上）突入

・医療・介護・福祉サービス䛾整備が急務

・社会保障財政䛾崩壊へ䛾懸念

少子化により、若い労働人口が減り、高齢者が増加 →胴上げ型から騎馬戦型、肩車型へ

リジョブ介護䛾HPより

30
厚生労働省䛾HPより
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/



 

 

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と、

本年度はコロナ禍であることから、オンラインでの実習を行いました。１年次

前期〜夏休みに医療現場の動画による学習を実施しました。その後9月に医療

現場とのオンラインセッションや事後ワークショップを開催し、それぞれの考

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。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。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	

7月		 第2回事前ガイダンス	

8〜9月	 医療現場の動画による学習	

9月	 	 オンラインセッション	

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。	

	

 

 
	



科目ナンバリング 　U-PHA00 1C407 PJ86　

授業科目名
　<英訳>

多職種連携医療体験実習
Interprofessional Clinical Exposure

  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
助教 医学研究科 種村　文孝

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2021・
   前期 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]

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、医療機関における早期体験実習を通じ、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。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。 

 [授業計画と内容]

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．事前勉強会（7月）：グループ毎に実習施設の予習や実習目的の共有、実施報告書の作成
４～13．実習（8～9月の1週間）：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） 
14～15．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、プロダクトの作成と発表

 [履修要件]

特になし

 [成績評価の方法・観点]

平常点（40点）、グループ討議（プロダクト作成など）（40点）、実習レポート作成（20点）で評価する。グループ
討議では議論やプロダクト作成への参加の程度によって評価する。 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。

 [本講義と関連する講義]

「薬の世界」入門、地域医療薬学、医療実務事前学習、病院実務実習、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）]

A（１）（２）（３）（４）、F（１）（４）

多職種連携医療体験実習(2)へ続く↓↓↓



多職種連携医療体験実習(2)

 [教科書]

プリントを配布します。

 [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]

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。

（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。受講希望者が40名を超える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
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） 
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、多職種連携に関する講義・演習を行う。  



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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授業科目名
　<英訳>

医療実務事前学習【H30以降入学者用】
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

 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

 薬学研究科 医学部附属病院医療安全管理部　教員

 

配当
学年  4回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2021・
   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、医療安全（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
　　３．医療安全総論、医療者―患者間／医療者間のコミュニケーションエラー
　　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
　　※３，４については、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。
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

医療実務事前学習【H30以降入学者用】(2)へ続く↓↓↓



医療実務事前学習【H30以降入学者用】(2)

　　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）
　　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]

医療社会学、薬物治療学、地域医療薬学、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。 

医療実務事前学習【H30以降入学者用】(3)へ続く↓↓↓



医療実務事前学習【H30以降入学者用】(3)

（その他（オフィスアワー等））

実務実習を効果的かつ安全に実施するために非常に重要な授業です。

※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
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。 



 2021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  11日（木） ガイダンス OSCEについて ユニット1 導入 感染講義 課題等自習

11月  12日（金） ユニット 2（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

11月  15日（月） ユニット 2（実際の時間割は、別紙参照のこと） 課題等自習

11月  16日（火） ユニット ２ 調剤薬監査導入 ユニット 2 課題等自習 課題等自習 課題等自習

11月  17日（水） ユニット 2（実際の時間割は、別紙参照のこと） 課題等自習 課題等自習 課題等自習

11月  18日（木） ユニット 2（実際の時間割は、別紙参照のこと） ユニット 5　SGD ユニット 5　発表会 課題等自習

11月 19日（金）～ 　11月祭（授業休止日）★ 19日 CBT 模擬試験有り

11月 23日（火） 　祝日

1限 2限 3限 4限 5限

11月  24日（水） 課題等自習 ユニット 3 導入 課題等自習

11月  25日（木） ユニット 3 SGD発表会 課題等自習 課題等自習

11月  26日（金） 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

11月  29日（月） 課題等自習 病院薬剤師会特別講演会 医療安全学 医療安全学 課題等自習

11月　30日（火） 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　1日（水） 課題等自習 課題等自習 医療安全学 医療安全学 課題等自習

12月　2日（木） ユニット 6 導入（初回面談） 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） 薬剤師講義1：医薬品情報

12月　3日（金） 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） 医療安全学（薬学） 医療安全学（薬学） 課題等自習

12月　4日（土） 　 特別実習発表会

1限 2限 3限 4限 5限

12月　6日（月） 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　7日（火） 薬剤師講義2：注射薬

12月　8日（水） 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  9日（木） OSCE 実施説明会 薬剤師講義3：医療安全

12月  10日（金） 課題等自習

1限 2限 3限 4限 5限

12月  13日（月） 薬剤師講義4：服薬指導

12月  14日（火） 確認テスト全体フィードバック 薬剤師講義5：がん薬物治療

12月  15日（水） ユニット 2 補講（実際の時間割は、別紙参照のこと） 課題等自習

12月  16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  17日（金） 　　OSCE 本試験 準備のため、模擬薬局など 入室禁止

12月  18日（土） 　　OSCE 本試験

1限 2限 3限 4限 5限

12月  20日（月） 課題等自習 吸入 講義 MIP特別講演会

12月  21日（火） 課題等自習 課題等自習

12月  22日（水） 課題等自習 課題等自習

12月  23日（木） SOAPの書き方 SOAPの書き方 演習 課題発表会 課題等自習 課題等自習

12月  24日（金） 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 課題発表会 課題等自習 課題等自習

1限 2限 3限 4限 5限

12月  27日（月） 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

12月  28日（火） 予備日 予備日 予備日 予備日 予備日

※ 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 3 グループワーク

ユニット ２・4 導入

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）

ユニット ２ 調剤導入

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）

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）

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。 10:30～16:00）

 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。 10:30～16:00）
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グループ協議会	

	

	

	

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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2020 年度実務実習 

京都 Group1 グループ協議会 

 

 

 

日時：2020 年 1 月 13 日（月・祝） 15:00〜16:30 

場所：京都薬科大学 

（〒607-8414 京都市山科区御陵中内町 5） 

 

本日の内容： 

【確認事項】 

①担当者（大学，病院，薬局）の確認 

②実習予定（実習時期，施設，学生数）の確認 

③実習開始までに行うこと、実習中に行うことの確認 

 

【協議事項】 

④実務実習実施計画書に関する協議 

  1) 到達目標（SBOs）の分担について 

  2) 代表的な疾患の分担について 

  3) 自施設のみで実施が難しい実習内容について 

⑤薬局実習から病院実習への引き継ぎに関する協議 

⑥その他 

 

 

 

配布資料目次： 

p1：表紙 

p2-5：確認事項・協議事項 

p6-10：指導薬剤師様向け 初期登録作業のご案内 

（富士ゼロックス実務実習指導・管理システム（WEB システム）の HP より） 

p11-14：実務実習実施計画書記入例 

p15-24：薬学実務実習に関するガイドライン・別表「薬学実務実習における実施内容（例示）」 

 

 
 



 4 

 

 

 

令和 2 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】 
6/30（⽕） 第 109 回病院・薬局実務実習近畿地区調整機構⼤学⼩委員会

（オンライン） 
7/25（⼟） 第 107 回病院・薬局実務実習近畿地区調整機構委員会（オン

ライン） 
7/27（⽉） 第 1 回京都府薬剤師会実務実習委員会（オンライン） 
10/24（⼟） 第 108 回病院・薬局実務実習近畿地区調整機構委員会（オン

ライン） 
11/2（⽉） 第 2 回京都府薬剤師会実務実習委員会（オンライン） 
1/14（⽊） 第 109 回病院・薬局実務実習近畿地区調整機構委員会（オン

ライン） 
1/18（⽉） 第 3 回京都府薬剤師会実務実習委員会（オンライン） 
1/28（⽊） ⽇本薬剤師会令和 2 年度薬局実務実習受⼊に関する近畿地区

ブロック会議（オンライン） 
2/7（⽇）  京都府薬剤師会実務実習連絡会・2021 年度実務実習京都

Group1 グループ協議会（オンライン） 
3/23（⽕） 第 110 回病院・薬局実務実習近畿地区調整機構⼤学⼩委員会

（オンライン） 
 
 
【共⽤試験関連】 
3/18 （⽉） 薬学共⽤試験センター 試験統括委員会 
 
 
【WS 関連、その他】 
5/16（⼟） 第 105 回薬剤師国家試験問題検討会（実務）（オンライン） 
6/20（⼟） 第 1 回在宅医療推進教育プログラム（HOPE）ワークショップ

（オンライン） 
3/12（⾦） 第２回在宅医療推進教育プログラム（HOPE）ワークショップ

（オンライン） 
3/13（⼟） 実務実習教科担当教員会議（オンライン） 
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