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標記について、福岡県保健医療介護部薬務課より別添のとおり連絡がありま

したのでお知らせいたします。 

薬局におけるヒヤリ・ハットの発生防止のため、ご活用いただきますよう貴

会会員へのご周知のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

参考 

・薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 第２９回報告書 
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このことについて、厚生労働省医薬局総務課長及び医薬安全対策課長から別

添のとおり通知がありましたので、御了知の上、貴会会員に対して周知をお願い

します。 
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「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 第 29回報告書」及び「薬局 

ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 2022年 年報」の周知について 

 

医薬行政の推進につきましては、平素から格別の御高配を賜り厚く御礼申し上

げます。 

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業（以下「本事業」という。）は、公益

財団法人日本医療機能評価機構（以下「機構」という。）による厚生労働省補助

事業であり、平成 21 年４月から、薬局におけるヒヤリ・ハット事例等を収集、

分析し提供しています。本事業は、医療安全対策に有用な情報について、各薬局

に広く共有するとともに、国民に対して情報を提供し、医療安全対策の一層の推

進を図ることを目的として実施されています。 

この度、機構が、令和５年１月から６月までに報告されたヒヤリ・ハット事例

を収集し分析を行った「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 第 29回報告

書」及び令和４年１月から 12月までに報告されたヒヤリ・ハット事例の収集・

分析の内容をとりまとめた「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 2022年 年

報」を公表しました。これらの報告書は、機構から各都道府県、各保健所設置市

及び各特別区の長宛に送付されており、機構のホームページにも掲載されていま

す（http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/）。 

貴職におかれましては、下記留意事項とともに、薬局等におけるヒヤリ・ハッ

トの発生防止のため、貴管下薬局の他、医療機関及び関係団体に対し、本報告書

を周知いただくとともに、各薬局において本報告書を通じてヒヤリ・ハットの要

因や傾向等を把握し、発生防止により一層取り組まれるよう御配慮願います。 



 

記 

 

 

１．本事業への参加登録等の手続きに際しては、機構ホームページに掲載されて

いる「参加の手引き」を事前に確認いただくよう、周知をお願いいたします。

また、診療報酬の取扱いに関しては機構では回答できないため、以下のＵＲＬ

の診療報酬に関する照会先へ問合せいただくよう、併せて周知方お願いいたし

ます。 

 

※診療報酬に関する照会先のＵＲＬ：

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000905871.pdf 

 

２．本事業で令和５年１月１日から令和５年６月 30 日までに報告された件数は

49,876件となり、そのうち、「調剤」の事例は 8,245件、「疑義照会」の事例は

41,562件となっています。 

本通知の内容については、貴管下薬局等の薬局の管理者、医薬品の安全使用

のための責任者、医療機関の医療安全に係る安全管理のための委員会の関係者、

医療安全管理者、医薬品の安全使用のための責任者等に対しても周知されるよ

う御配慮願います。 

 

 

【参考】 

本通知を含め、医薬品・医療機器の安全性に関する特に重要な情報が発信され

た際に、その情報をメールによって配信する「医薬品医療機器情報配信サービス

（PMDA メディナビ）」が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構において運営さ

れています。以下の URLから登録できますので、御活用ください。 

 

 

医薬品医療機器情報配信サービス（PMDAメディナビ） 

https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medi-navi/0007.html 
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ごあいさつ

公益財団法人日本医療機能評価機構

理事長　河北　博文

新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで「新型インフルエンザ等感染症（いわゆる2類

相当）」とされていましたが、2023年5月8日から「5類感染症」になりました。これまで医療関係者

の皆様が国民の命と健康を守るために献身的にご尽力されてきたことに深い敬意を表します。

公益財団法人日本医療機能評価機構は、中立的・科学的な立場で医療の質・安全の向上と信頼でき

る医療の確保に関する事業を行い、国民の健康と福祉の向上に寄与することを目的として、病院機能

評価事業をはじめとする様々な事業に取り組んでおります。医療事故防止事業部では、2008年度より、

薬局で発生した、または発見した事例を収集し分析する薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業を運営

しております。薬局の皆様や関係者の方々の関心の高まりにより、参加薬局数および報告件数は大きく

増加してきております。この事業の推進にあたり、多くの情報を提供していただきました薬局の皆様

に深く感謝申し上げます。

近年、我が国では、医療の質の向上を図ることを目的として、医師と薬剤師がそれぞれの専門分野

で業務を分担する医薬分業が進み、地域包括ケアシステムが推進されていますが、この中で薬剤師は

その一翼を担うことが求められております。こうした状況を踏まえ、2015年に「患者のための薬局 

ビジョン」が策定され、その後公表された「患者のための薬局ビジョン」実現のためのアクション 

プラン検討委員会報告書では、薬学的管理・指導の取り組みを評価する指標の１つとして、本事業へ

の事例報告の取り組みが挙げられております。また、平成30年度診療報酬改定では、薬局における医療

安全に資する情報の共有が地域支援体制加算の施設基準の1つとなりました。このような状況から、

2022年12月末の参加薬局数は45,290施設、2022年に報告された事例は120,247件となっています。

薬局および薬剤師におかれては、これらの事例を活用して、医療安全の推進や医療事故の防止に貢献し

ていただくことが重要であると考えております。

さて、このたび、薬局からご報告いただいた事例を取りまとめた第29回報告書を公表いたします。

薬局において医療安全を進める上で貴重な情報を掲載しておりますので、ぜひ薬局内でご活用いただ

き、また一般の方々におかれましても、我が国の医療安全の取り組みについて理解を深めていただき

たいと思います。皆様にとって有用な情報提供となるよう、さらに一層の充実に努めてまいります。

今後とも、病院機能評価事業などの事業を通じて、国民の医療に対する信頼の確保および医療の 

質の向上に尽力いたしますので、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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はじめに

公益財団法人日本医療機能評価機構

執行理事　　　　　　　後　　信　

医療事故防止事業部長　坂口　美佐

平素より薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の運営にご理解とご協力をいただき、深く感謝 

申し上げます。参加薬局の皆様には、新型コロナウィルス感染症による影響が続く中で、本事業に事例

をご報告いただき、重ねてお礼申し上げます。

本事業は、全国の薬局から事例を収集し、分析して、薬局が医療安全対策に有用な情報を共有する

とともに、国民に対して情報を提供することを通じて、医療安全対策の一層の推進を図ることを目的

としています。今回は、2023年1月から6月までにご報告いただいた事例を取りまとめた第29回報告書

を公表いたします。

本事業は、2009年に事例の受付を開始してから14年が経過しました。2023年6月末の時点で参加

薬局数は46,000施設となり、全国の7割を超える薬局にご参加いただいています。ご報告いただく事例

は、調剤に関するヒヤリ・ハット事例、疑義照会や処方医への情報提供に関する事例、特定保険医療 

材料等に関する事例、一般用医薬品等の販売に関する事例です。疑義照会や処方医への情報提供に 

関する事例の報告が増加しており、他の薬局の参考になる教育的な事例も報告されています。一方、

調剤に関するヒヤリ・ハット事例は、薬局における基本的な業務を適切に行うために有用な情報であ

ることから、引き続きご報告をお願いいたします。また、特定保険医療材料等に関する事例や一般用 

医薬品等の販売に関する事例の報告は少ない状況が続いていますが、これらの事例につきましても 

ご報告をいただければ幸いに存じます。

近年、薬局においては対物業務に代わり対人業務が重視されるようになり、患者の服薬情報の 

一元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導が求められています。本事業は、このような

取り組みに関連した内容も、報告書の分析テーマや「事例から学ぶ」、「共有すべき事例」で取り上げ

ています。これらの情報はすべてホームページからダウンロードができますので、薬局における教育・

研修にご活用いただけます。本事業に事例をご報告いただき、情報を共有していただくことを通して、

薬物療法の有効性・安全性の確保や薬局と医療機関の連携にお役立ていただきたく存じます。

本事業は、薬局からの事例報告を基盤として、有用な情報提供を行うよう努めてまいります。皆様

のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

Ⅰ　第 29回 報告書について
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薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　第２9回報告書 Ⅰ　第２9回報告書について

Ⅰ

Ⅰ　第 29回 報告書について

１　参加薬局数と報告件数の現況

本事業に参加している薬局数は2023年6月30日現在で46,000施設となった。本報告書の「Ⅱ　集計

報告」に、事業参加薬局数の推移や都道府県別事業参加薬局数の集計結果を掲載している。参加薬局数は、

ホームページの「参加薬局一覧」においても随時情報を更新して示している。本報告書が対象として

いる2023年1月～ 6月に報告された事例は49,876件であった。過去10年間の参加薬局数と報告件数の

推移を図表Ⅰ－１に示す。参加薬局数と報告件数は2018年に著しく増加した。参加薬局数はその後

も増加を続けており、2022年末には全国の薬局の約7割を超えるようになった。報告件数は2019年

以降、年間10万件以上で推移している。参加薬局数と報告件数の増加の背景の一つとして、2015年 

10月に公表された「患者のための薬局ビジョン」、2017年3月に公表された「患者のための薬局ビジョン」

実現のためのアクションプラン検討委員会報告書の影響が考えられる。この報告書では、服薬情報の

一元的・継続的把握とそれに基づく薬学的管理・指導の取り組みを可視化するためには、本事業への

事例の報告が有効な手段となり得るとされている。また、薬局の取り組みの全国的な進捗状況を評価

するための指標（KPI）の一つとして、本事業への報告が挙げられている。さらに、平成30年度診療

報酬改定における地域支援体制加算の新設も本事業への参加と報告の増加に影響していると考えられ

る。地域包括ケアシステムの構築が推進される中で、本事業への参加と報告は、かかりつけ薬剤師・

薬局の具体的な取り組みとして位置づけられている。

報告件数参加薬局数

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2022年2021年
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図表Ⅰ－１　参加薬局数と報告件数の推移

年 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

参加薬局数 7,747 8,244 8,577 8,700 11,400 33,083 38,677 40,957 43,166 45,290 

報告件数 5,820 5,399 4,779 4,939 6,084 79,973 144,848 129,163 127,937 120,247 
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本事業では、調剤に関するヒヤリ・ハット事例、疑義照会や処方医への情報提供に関する事例、 

特定保険医療材料等に関する事例、一般用医薬品等の販売に関する事例を収集している。疑義照会や

処方医への情報提供に関する事例の割合が増加し、報告事例の8割を占めるようになった。一方、調剤

に関するヒヤリ・ハット事例は、薬局における基本的な業務を適切に行うために有用な情報であるこ

とから、引き続きご報告をお願いしたい。さらに、要指導医薬品や一般用医薬品の安全かつ適正な使用

に関する助言なども薬剤師に求められる役割の一つであることから、一般用医薬品等の販売に関する

事例についても積極的にご報告をいただければ幸いである。

参加薬局数と報告件数の増加とともに、今後は報告の質のさらなる向上が期待される。薬物療法の

有効性・安全性の向上のためには、服薬情報の一元的・継続的把握とそれに基づく薬学的管理・指導

の取り組みに関連した事例を報告し、情報を共有することが重要である。事例の背景・要因や薬局に

おける改善策、薬局での取り組みは、医療安全の推進に必要な情報であるため、これらの項目につい

ても他の薬局の参考になるようにご記載いただきたい。 

 

２　事例の分析

報告書の「Ⅲ　事例の分析」では、報告書の分析対象期間に報告された事例の中からテーマを設定し、

分析を行っている。分析テーマでは、報告件数の集計や報告された薬剤などの分析を行い、主な事例

の内容や薬局から報告された取り組みなどを紹介している。また、分析テーマの末尾に、代表的な事例

と過去に報告された類似事例、事例のポイントをまとめた「事例から学ぶ」を掲載している。これまで 

に年報や報告書に掲載した「事例から学ぶ」は、ホームページで閲覧・ダウンロードすることができる

ので、薬局における教育・研修などにご活用いただきたい。

本報告書では、「自動車の運転等危険を伴う機械を操作する患者に注意が必要な薬剤に関する事例」

を取り上げて分析を行った。なお、本報告書の集計期間は2023年1月～ 6月であるが、対象とする事例

が少なかったため、2022年1月～ 2023年6月に報告された事例を分析した。

次に、分析テーマの概要と代表的な図表を紹介する。
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（１）自動車の運転等危険を伴う機械を操作する患者に注意が必要な薬剤に
　　　関する事例

薬剤の服用により、「自動車等の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業」（以下、自動車

運転等とする）に従事している最中に眠気、意識消失、失神、突発的睡眠等の副作用が発現し事故

に至った場合、患者本人のみならず第三者に対しても危害を及ぼす可能性がある。そのため、自動車

運転等に従事する患者に上記副作用が発現する可能性がある薬剤が処方された場合は、特段の注意

が必要である。

添付文書に自動車運転等の禁止等の記載がある薬剤の処方箋を応需した際、薬剤師は、患者の 

生活状況などの背景を考慮し、処方された薬剤を患者が服用することに問題がないか検討したうえ

で、患者へ自動車運転等に関する注意事項を説明し、状況に応じて疑義照会を行う必要がある。 

本事業には、これらの薬剤が自動車運転等に従事する患者に処方されたため疑義照会や処方医への

情報提供を行った事例が報告されている。そこで、本報告書では、添付文書に自動車運転等の禁止

等に関する記載がある薬剤が処方された際、患者の生活状況などを考慮して疑義照会や処方医への

情報提供を行った事例を取り上げ、分析を行った。

本テーマでは、患者の生活状況、発見場面、患者の生活状況を把握した情報源と主な内容、報告

された薬剤などを整理した。また、主な事例の内容や薬局での取り組み、医療事故情報収集等事業

に報告された事例を紹介した。

報告された事例では、日常生活で自動車等の運転を行う患者が多くを占めており、仕事などで 

自動車等の運転が欠かせない患者が多かった。添付文書の「警告」や「重要な基本的注意」に 

自動車運転等の禁止等の記載がある薬剤が処方された際は、患者の生活状況を聴取し、自動車の 

運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業などに従事していないか確認する必要がある。さらに、

自動車運転等を禁止することにより日常生活や社会生活に支障が出る患者もいるため、自動車運転等

の頻度や状況、患者の病状やQOLを考慮した対応が求められる。

患者の生活状況を把握した情報は患者からの聴取が最も多かったが、新規患者アンケートや薬剤

服用歴から自動車の運転状況などを把握し、疑義照会や処方医への情報提供を行った事例も報告さ

れていた。患者からこれらの情報を得られるように新規患者アンケートの質問項目を工夫するとよ

い。また、お薬手帳などから自動車運転等危険を伴う機械を操作することに注意が必要な薬剤の服用

を把握した場合は、服用後患者に副作用などが発現していないかを聴取し、薬剤服用歴に記載して

おく必要がある。把握した情報を、患者に処方された薬剤が適切であるか検討する際に活用すること

が重要である。検討を行った結果、疑義照会が必要と判断した際には、代替となる薬剤の提案を併せ

て行えるように、日頃から積極的に情報を収集し、薬学的知識を深めておくことが大切である。薬局

内で、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する患者に注意が必要な薬剤を一覧にまとめ、情報を

共有しておくことも有用である。

本報告書の分析内容や紹介事例を、薬局の業務や薬剤師の研修などにご活用いただきたい。
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図表Ⅰ－２　患者の生活状況を把握した情報源と主な内容

患者の生活状況を
把握した情報源

把握した主な内容 件数

患者からの聴取

・ 交付時に生活状況を聴き取り、仕事で自動車を運転することが分かった。
・ 交付時に薬剤の服用により眠気が出ることがあるため運転しないように

伝えたところ、日常生活で自動車を運転すると言われた。
・ 服薬後に座っているといつの間にか眠ってしまうことがあり、たまに自動

車を運転することがあるため心配だと言われた。

69

薬剤服用歴

・「自動車やバイクを運転する」と記載があった。
・職業が配送業であることが記載されていた。
・ 副作用歴にタリオン錠の服用による眠気の記載があること、自動車の運転

頻度が高くなっていることが記載されていた。

10

新規患者アンケート
・職業欄に「ドライバー」と記載されていた。
・ 久しぶりに来局した患者に新規患者アンケートの記入を依頼したところ、
「自動車を運転する」と記載があった。

7

未記載 9

合計 95

３　事業の現況

「Ⅳ　事業の現況」では、事業のトピックスや海外へ向けた情報発信などをまとめて紹介している。

本報告書では、本事業の事例データベースを活用した製薬企業の取り組みや、本事業が2022年度に

開催した研修会について取り上げている。また、国際会議における情報発信や情報収集として、G7患者

安全イベントやWHO Policy Makers Forum：Patient Safety Implementation など、海外で開催された

様々な会議における講演の概要を紹介している。
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Ⅱ　集計報告

【１】事業参加薬局

【1】

事
業
参
加
薬
局

【2】

【3】

【4】

Ⅱ　集 計 報 告

【１】　事業参加薬局
事業参加薬局数は以下の通りである。

図表Ⅱ－１－１　事業参加薬局数の推移

2023年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

事業参加薬局数 45,403 45,501 45,593 45,672 45,781 46,000 － － － － － －

注）各月末の薬局数を示す。

図表Ⅱ－１－２　都道府県別事業参加薬局数

都道府県 事業参加薬局数 都道府県 事業参加薬局数 都道府県 事業参加薬局数

北 海 道 1,813 石 川 県 528 岡 山 県 580

青 森 県 436 福 井 県 229 広 島 県 989

岩 手 県 426 山 梨 県 306 山 口 県 740

宮 城 県 894 長 野 県 788 徳 島 県 264

秋 田 県 348 岐 阜 県 704 香 川 県 413

山 形 県 433 静 岡 県 1,468 愛 媛 県 418

福 島 県 651 愛 知 県 2,519 高 知 県 293

茨 城 県 1,006 三 重 県 703 福 岡 県 2,069

栃 木 県 738 滋 賀 県 548 佐 賀 県 380

群 馬 県 683 京 都 府 926 長 崎 県 513

埼 玉 県 2,276 大 阪 府 3,729 熊 本 県 544

千 葉 県 1,854 兵 庫 県 2,270 大 分 県 355

東 京 都 5,181 奈 良 県 510 宮 崎 県 375

神 奈 川 県 3,087 和 歌 山 県 353 鹿 児 島 県 596

新 潟 県 937 鳥 取 県 185 沖 縄 県 228

富 山 県 459 島 根 県 255 合　計 46,000

注）2023年6月30日現在の薬局数を示す。



- 8 -

Ⅱ

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　第２9回報告書
Ⅱ　集計報告
【２】報告件数

【1】

報
告
件
数

【2】

【3】

【4】

【２】　報告件数
報告件数は以下の通りである。

図表Ⅱ－２－１　月別報告件数

2023年
合計

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

報告件数
8,009 7,473 8,215 7,824 7,952 10,403 － － － － － －

49,876
49,876 －

図表Ⅱ－２－２　都道府県別報告件数

都道府県
報告件数

都道府県
報告件数

都道府県
報告件数

2023年1月～ 6月 2023年1月～ 6月 2023年1月～ 6月

北 海 道 1,675 石 川 県 352 岡 山 県 447

青 森 県 236 福 井 県 171 広 島 県 1,588

岩 手 県 583 山 梨 県 292 山 口 県 666

宮 城 県 1,074 長 野 県 807 徳 島 県 186

秋 田 県 492 岐 阜 県 580 香 川 県 674

山 形 県 400 静 岡 県 1,359 愛 媛 県 431

福 島 県 649 愛 知 県 1,825 高 知 県 266

茨 城 県 1,519 三 重 県 722 福 岡 県 1,368

栃 木 県 732 滋 賀 県 651 佐 賀 県 401

群 馬 県 680 京 都 府 1,419 長 崎 県 370

埼 玉 県 3,127 大 阪 府 4,895 熊 本 県 354

千 葉 県 1,918 兵 庫 県 3,033 大 分 県 382

東 京 都 6,583 奈 良 県 508 宮 崎 県 288

神 奈 川 県 3,300 和 歌 山 県 392 鹿 児 島 県 535

新 潟 県 866 鳥 取 県 222 沖 縄 県 168

富 山 県 491 島 根 県 199 合 計 49,876

図表Ⅱ－２－３　報告件数別事業参加薬局数

報告件数
事業参加薬局数

2023年1月～ 6月

0 30,413

1 ～　5 13,386

6 ～ 10 1,722

11 ～ 20 428

21 ～ 30 97

31 ～ 40 34

41 ～ 50 19

51以上 24

合　計 46,123

注）2023年1月～ 6月に事業に参加していた薬局数を示す。
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Ⅱ　集計報告

【３】報告内容

【1】

報
告
内
容

【2】

【3】

【4】

【３】　報告内容
2023年1月1日～ 6月30日に報告された事例49,876件について、各項目の集計を行った結果は以下

の通りである。

（１）基本情報

図表Ⅱ－３－１　発生月

発生月 件数

1月 7,887

2月 7,385

3月 7,913

4月 7,608

5月 7,456

6月 5,929

7月 267

8月 337

9月 379

10月 690

11月 1,083

12月 2,942

合　計 49,876

図表Ⅱ－３－２　発生曜日

発生曜日 件数

日曜日 421

月曜日 10,197

火曜日 9,387

水曜日 8,451

木曜日 7,331

金曜日 9,302

土曜日 4,787

合　計 49,876
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Ⅱ　集計報告
【３】報告内容

【1】

報
告
内
容

【2】

【3】

【4】

図表Ⅱ－３－３　発生時間帯

発生時間帯 件数

0：00 ～　1：59 19

2：00 ～　3：59 39

4：00 ～　5：59 16

6：00 ～　7：59 11

8：00 ～　9：59 3,828

10：00 ～ 11：59 17,981

12：00 ～ 13：59 8,920

14：00 ～ 15：59 7,360

16：00 ～ 17：59 8,665

18：00 ～ 19：59 2,585

20：00 ～ 21：59 132

22：00 ～ 23：59 7

不明 313

合　計 49,876

図表Ⅱ－３－４　発生曜日×発生時間帯

発生時間帯
発生曜日

合計
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

0：00 ～　1：59 0 1 4 3 2 5 4 19

2：00 ～　3：59 0 8 8 10 7 5 1 39

4：00 ～　5：59 0 2 4 4 3 2 1 16

6：00 ～　7：59 1 4 1 2 1 0 2 11

8：00 ～　9：59 29 751 675 613 565 658 537 3,828

10：00 ～ 11：59 149 3,563 3,206 2,965 2,556 3,102 2,440 17,981

12：00 ～ 13：59 98 1,716 1,549 1,528 1,364 1,560 1,105 8,920

14：00 ～ 15：59 60 1,476 1,548 1,330 1,195 1,403 348 7,360

16：00 ～ 17：59 59 1,956 1,780 1,467 1,249 1,873 281 8,665

18：00 ～ 19：59 21 623 534 438 326 605 38 2,585

20：00 ～ 21：59 0 29 25 25 16 28 9 132

22：00 ～ 23：59 1 1 2 0 1 1 1 7

不明 3 67 51 66 46 60 20 313

合　　計 421 10,197 9,387 8,451 7,331 9,302 4,787 49,876
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Ⅱ　集計報告

【３】報告内容

【1】

報
告
内
容

【2】

【3】

【4】

図表Ⅱ－３－５　事例の区分

事例の区分 件数

調剤に関するヒヤリ・ハット事例 8,245

疑義照会や処方医への情報提供に関する事例 41,562

特定保険医療材料等に関する事例 36

一般用医薬品等の販売に関する事例 33

合　計 49,876

注）割合については小数点第2位を四捨五入したものであり、
　　合計が100.0にならないことがある。

調剤に関する
ヒヤリ・ハット事例

8,245
16.5%

特定保険医療材料等に
関する事例

36
0.1%

一般用医薬品等の
販売に関する事例

33
0.1%

疑義照会や処方医への
情報提供に関する事例

41,562
83.3%

図表Ⅱ－３－６　患者の年齢

患者の年齢 件数

0～　10歳 5,579

11 ～　20歳 1,988

21 ～　30歳 1,748

31 ～　40歳 2,628

41 ～　50歳 3,648

51 ～　60歳 4,917

61 ～　70歳 6,325

71 ～　80歳 11,357

81 ～　90歳 9,398

91 ～ 100歳 1,850

101歳以上 43

複数人 362

合　計 49,843

注）調剤に関するヒヤリ・ハット事例、疑義照会や処方医への情報提供に関する事例、
　　特定保険医療材料等に関する事例の合計を集計した。

図表Ⅱ－３－７　患者の性別

患者の性別 件数

一人
男性 22,805

女性 26,676

複数人 362

合　計 49,843

注）調剤に関するヒヤリ・ハット事例、疑義照会や処方医への情報提供に関する事例、
　　特定保険医療材料等に関する事例の合計を集計した。
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Ⅱ　集計報告
【３】報告内容

【1】

報
告
内
容

【2】

【3】

【4】

（２）調剤に関するヒヤリ・ハット事例

図表Ⅱ－３－８　患者の来局状況①

患者の来局状況① 件数

一人

初めて 595

久しぶりに利用 739

平素から利用 6,785

複数人 126

合　計 8,245

図表Ⅱ－３－９　患者の来局状況②

患者の来局状況② 件数

一人

当薬局のみ利用 4,615

複数の薬局を利用
当薬局が主 2,374

他薬局が主 1,130

複数人 126

合　計 8,245

図表Ⅱ－３－１０　当事者職種

当事者職種 件数

薬剤師

調製者 3,702

鑑査者 2,967

交付者 2,273

その他 176

事務員 1,247

その他の職種 159

合　計 10,524

注）当事者は複数回答が可能である。
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Ⅱ　集計報告

【３】報告内容

【1】

報
告
内
容

【2】

【3】

【4】

図表Ⅱ－３－１１　当事者職種経験年数

当事者職種
経験年数 件数 当事者職種

経験年数 件数 当事者職種
経験年数 件数

0年 135 14年 153 28年 149

1年 505 15年 695 29年 61

2年 417 16年 128 30年 568

3年 494 17年 176 31年 28

4年 354 18年 287 32年 63

5年 541 19年 130 33年 51

6年 329 20年 1,108 34年 32

7年 290 21年 93 35年 157

8年 297 22年 174 36年 54

9年 176 23年 171 37年 59

10年 858 24年 109 38年 43

11年 123 25年 525 39年 17

12年 216 26年 146 40年以上 318

13年 201 27年 93 合　計 10,524

注）当事者は複数回答が可能である。

図表Ⅱ－３－１２　発見者

発見者 件数

当事者 2,549

当事者以外

当該薬局の薬剤師 2,777

当該薬局の事務員 591

他施設の医療従事者 362

患者本人 1,443

家族・付き添い 429

他患者 7

その他 87

合　計 8,245

図表Ⅱ－３－１３　発見場面と患者への影響

発見場面 患者への影響 件数

交付前に発見した － 3,593

交付後に発見した

軽微な治療 112

影響なし 4,266

不明 274

合　計 8,245
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Ⅱ　集計報告
【３】報告内容

【1】

報
告
内
容

【2】

【3】

【4】

図表Ⅱ－３－１４　事例の内容

事例の内容 件数

薬剤の調製前 レセコンの入力間違い 731

調製および鑑査

薬剤取り違え
異なる成分 1,042

同成分 854

規格・剤形間違い 1,225

計数間違い 1,205

秤量または分割の間違い 185

一包化調剤における間違い 355

分包紙の情報間違い 62

異物の混入 31

期限切れ 27

調製忘れ 106

その他 1,278

交付

患者間違い 62

説明間違い 49

説明不足 113

薬袋の記載間違い 147

お薬手帳・薬情の記載不備・間違い 73

交付忘れ 114

その他 382

交付後（在宅業務等）

カレンダー等のセット間違い 43

服薬後の患者状況の確認不足・漏れ 53

その他 108

合　計 8,245
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Ⅱ

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　第２9回報告書
Ⅱ　集計報告

【３】報告内容

【1】

報
告
内
容

【2】

【3】

【4】

図表Ⅱ－３－１５　発生要因

発生要因 件数

当事者の行動に関する要因

判断誤り 4,090

手順不遵守 1,234

スタッフ間のコミュニケーション不足・齟齬 368

患者とのコミュニケーション不足・齟齬 590

その他 542

当事者の背景的な要因

知識不足 1,112

技術・手技が未熟 347

慣れ・慢心 3,575

焦り・慌て 2,468

疲労・体調不良・身体的不調 423

心配ごと等心理的状態 103

その他 408

薬剤・機器・設備に関する要因

医薬品の名称類似 1,483

医薬品や包装の外観類似 665

医薬品包装表示・添付文書の要因 88

処方箋やその記載のされ方の要因 549

コンピューターシステムの使いにくさ・不具合 198

調剤設備・調剤機器の使いにくさ・不具合 109

薬剤服用歴などの記録の不備 136

調剤室の環境的な要因 215

調剤室以外の環境的な要因 98

その他 568

発生時の状況等に関する要因

繁忙であった 3,621

標榜する営業時間外であった 93

普段とは異なる業務状況だった 464

その他 496

薬局内の管理的な問題

教育訓練のなされ方 603

設備機器等の管理 161

薬局内のルールや管理の体制・仕方 1,428

薬局内の風土・雰囲気 236

その他 444

患者や家族の要因

患者や家族の不注意 219

患者や家族の理解力・誤解 442

患者や家族のコンプライアンス・協力態度 150

その他 707

合　計 28,433

注）「発生要因」は複数回答が可能である。
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Ⅱ

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　第２9回報告書
Ⅱ　集計報告
【３】報告内容

【1】

報
告
内
容

【2】

【3】

【4】

（３）疑義照会や処方医への情報提供に関する事例

１）共通項目

図表Ⅱ－３－１６　患者の来局状況①

患者の来局状況① 件数

一人

初めて 5,146

久しぶりに利用 6,511

平素から利用 29,669

複数人 236

合　計 41,562

図表Ⅱ－３－１７　患者の来局状況②

患者の来局状況② 件数

一人

当薬局のみ利用 18,496

複数の薬局を利用
当薬局が主 12,563

他薬局が主 10,267

複数人 236

合　計 41,562

図表Ⅱ－３－１８　発見者職種

発見者職種 件数

薬剤師

調製者 13,108

鑑査者 18,828

交付者 8,671

その他 514

事務員 393

その他の職種 48

合　計 41,562
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Ⅱ

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　第２9回報告書
Ⅱ　集計報告

【３】報告内容

【1】

報
告
内
容

【2】

【3】

【4】

図表Ⅱ－３－１９　発見者職種経験年数

発見者職種
経験年数 件数 発見者職種

経験年数 件数 発見者職種
経験年数 件数

0年 61 14年 1,186 28年 433

1年 921 15年 2,610 29年 247

2年 1,419 16年 951 30年 1,345

3年 1,846 17年 1,010 31年 116

4年 1,860 18年 1,113 32年 181

5年 2,128 19年 734 33年 196

6年 1,640 20年 3,862 34年 130

7年 1,727 21年 525 35年 420

8年 1,446 22年 869 36年 139

9年 1,074 23年 939 37年 163

10年 2,837 24年 670 38年 111

11年 869 25年 1,883 39年 59

12年 962 26年 629 40年以上 635

13年 1,153 27年 463 合　計 41,562

図表Ⅱ－３－２０　発生要因

発生要因 件数

推定される医療機関側の要因

患者とのコミュニケーション不足・齟齬 13,941

カルテ記載の不備 5,499

コンピューターシステムの使いにくさ・不具合 1,648

連携不足 2,992

知識不足 5,662

判断誤り 3,717

処方内容の確認不足 15,519

その他 2,769

その他

医薬品の名称類似 1,316

患者や家族の要因 1,916

その他 986

合　計 55,965

注）「発生要因」は複数回答が可能である。

図表Ⅱ－３－２１　疑義照会や処方医への情報提供

疑義照会や処方医への情報提供 件数

行った 41,313

行ったが、当薬局の問い合わせた内容に誤りがあった 82

行うべきところ行わなかった 167

合　計 41,562
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Ⅱ

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　第２9回報告書
Ⅱ　集計報告
【３】報告内容

【1】

報
告
内
容

【2】

【3】

【4】

２）疑義照会や処方医への情報提供を行った事例 /行ったが当薬局の問い合わせた
　　内容に誤りがあった事例

図表Ⅱ－３－２２　発見場面

発見場面 件数

処方監査 25,625

調製～交付 14,779

交付後（経過観察中や在宅患者への訪問時も含む） 991

合　計 41,395

図表Ⅱ－３－２３　事例の内容

事例の内容 件数

投与量 10,583

投与日数 869

薬剤名 1,843

用法 3,483

同成分の重複 3,866

同効薬の重複 5,970

相互作用 2,366

配合変化 143

アレルギー・患者の体質 962

病態禁忌 3,061

副作用歴 2,769

副作用の発現 804

患者の体調変化 395

患者の服薬状況（服薬能力） 486

患者の生活状況 229

処方漏れ 1,003

残薬の調整 259

ポリファーマシー 57

漫然とした長期投与 94

記載事項の不備 159

その他 1,994

合　計 41,395
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Ⅱ

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　第２9回報告書
Ⅱ　集計報告

【３】報告内容

【1】

報
告
内
容

【2】

【3】

【4】

図表Ⅱ－３－２４　結果

結果 件数

薬剤減量（１回量または１日量） 6,862

薬剤増量（１回量または１日量） 3,383

薬剤変更（他成分への変更） 10,177

薬剤追加 1,270

薬剤削除 11,838

用法変更 3,444

日数変更（全量も含む） 1,059

剤形変更 861

調剤方法の変更（粉砕・一包化等） 103

服薬中止 816

変更なし 782

その他 800

合　計 41,395

図表Ⅱ－３－２５　仮に変更前の処方通りに服用した場合の患者への影響

仮に変更前の処方通りに服用した場合の患者への影響 件数

患者に健康被害が生じたと推測される 26,641

適正な治療効果を得られなかったと推測される 10,972

患者に影響はなかったと推測される 3,782

合　計 41,395

図表Ⅱ－３－２６　判断した理由

判断した理由 件数

当該処方箋のみで判断 11,828

処方箋とその他の情報で判断※

薬局で管理している情報（薬剤服用歴） 13,866

お薬手帳 10,549

患者の現疾患、副作用歴等 3,843

処方箋に記載された検査値 532

患者が持参した検査値 657

医療機関から収集した情報 760

患者・家族から聴取した情報 11,923

情報提供書 170

他職種からの情報 268

その他 642

合　計 55,038

※判断した理由の「処方箋とその他の情報で判断」は複数回答が可能である。
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Ⅱ　集計報告
【３】報告内容

【1】

報
告
内
容

【2】

【3】

【4】

図表Ⅱ－３－２７　情報提供の手段

情報提供の手段 件数

電話 37,202

FAX 3,058

服薬情報提供書 590

ICT 39

その他 506

合　計 41,395

３）疑義照会や処方医への情報提供を行うべきところ行わなかった事例

図表Ⅱ－３－２８　疑義照会や処方医への情報提供をすべきであった内容

疑義照会や処方医への情報提供を
すべきであった内容 件数

投与量 35

投与日数 6

薬剤名 11

用法 17

同成分の重複 9

同効薬の重複 22

相互作用 21

配合変化 0

アレルギー・患者の体質 2

病態禁忌 17

副作用歴 5

副作用の発現 5

患者の体調変化 0

患者の服薬状況（服薬能力） 1

患者の生活状況 0

処方漏れ 3

残薬の調整 0

ポリファーマシー 0

漫然とした長期投与 1

記載事項の不備 0

その他 12

合　計 167
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薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　第２9回報告書
Ⅱ　集計報告

【３】報告内容

【1】

報
告
内
容

【2】

【3】

【4】

図表Ⅱ－３－２９　処方通りに服用した患者への影響

処方通りに服用した患者への影響 件数

患者に健康被害があった 37

適正な治療効果を得られなかった 24

患者に影響はなかった 106

合　計 167

図表Ⅱ－３－３０　判明したきっかけ

判明したきっかけ 件数

患者からの連絡 29

医療機関からの情報提供 14

薬局での発見 115

その他 9

合　計 167

（４）特定保険医療材料等に関する事例

１）共通項目

図表Ⅱ－３－３１　患者の来局状況①

患者の来局状況① 件数

一人

初めて 5

久しぶりに利用 1

平素から利用 30

複数人 0

合　計 36

図表Ⅱ－３－３２　患者の来局状況②

患者の来局状況② 件数

一人

当薬局のみ利用 26

複数の薬局を利用
当薬局が主 6

他薬局が主 4

複数人 0

合　計 36
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Ⅱ　集計報告
【３】報告内容

【1】

報
告
内
容

【2】

【3】

【4】

図表Ⅱ－３－３３　発生要因

発生要因 件数

当事者の行動に関する要因

判断誤り 16

手順不遵守 8

スタッフ間のコミュニケーション不足・齟齬 1

患者とのコミュニケーション不足・齟齬 2

その他 0

当事者の背景的な要因

知識不足 10

技術・手技が未熟 2

慣れ・慢心 13

焦り・慌て 12

疲労・体調不良・身体的不調 0

心配ごと等心理的状態 0

その他 1

薬剤・機器・設備に関する要因

医薬品の名称類似 12

医薬品や包装の外観類似 4

医薬品包装表示・添付文書の要因 1

処方箋やその記載のされ方の要因 3

コンピューターシステムの使いにくさ・不具合 3

調剤設備・調剤機器の使いにくさ・不具合 0

薬剤服用歴などの記録の不備 0

調剤室の環境的な要因 1

調剤室以外の環境的な要因 0

その他 0

発生時の状況等に関する要因

繁忙であった 11

標榜する営業時間外であった 1

普段とは異なる業務状況だった 3

その他 1

薬局内の管理的な問題

教育訓練のなされ方 4

設備機器等の管理 0

薬局内のルールや管理の体制・仕方 6

薬局内の風土・雰囲気 0

その他 1

患者や家族の要因

患者や家族の不注意 1

患者や家族の理解力・誤解 3

患者や家族のコンプライアンス・協力態度 2

その他 2

合　計 124

注）「発生要因」は複数回答が可能である。
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薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　第２9回報告書
Ⅱ　集計報告

【３】報告内容

【1】

報
告
内
容

【2】

【3】

【4】

図表Ⅱ－３－３４　事例の分類

事例の分類 件数

調剤に関するヒヤリ・ハット事例 21

疑義照会や処方医への情報提供に関する事例 15

合　計 36

２）特定保険医療材料等の調剤に関するヒヤリ・ハット事例

図表Ⅱ－３－３５　当事者職種

当事者職種 件数

薬剤師

調製者 7

鑑査者 9

交付者 7

その他 1

事務員 5

その他の職種 0

合　計 29

注）当事者は複数回答が可能である。

図表Ⅱ－３－３６　当事者職種経験年数

当事者職種
経験年数 件数 当事者職種

経験年数 件数 当事者職種
経験年数 件数

0年 0 14年 0 28年 3

1年 1 15年 1 29年 1

2年 3 16年 0 30年 2

3年 1 17年 0 31年 0

4年 2 18年 1 32年 0

5年 1 19年 0 33年 0

6年 1 20年 1 34年 0

7年 1 21年 0 35年 0

8年 1 22年 0 36年 0

9年 0 23年 1 37年 0

10年 2 24年 1 38年 0

11年 1 25年 0 39年 1

12年 1 26年 0 40年以上 1

13年 1 27年 0 合　計 29

注）当事者は複数回答が可能である。
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Ⅱ　集計報告
【３】報告内容

【1】

報
告
内
容

【2】

【3】

【4】

図表Ⅱ－３－３７　発見者

発見者 件数

当事者 5

当事者以外

当該薬局の薬剤師 9

当該薬局の事務員 2

他施設の医療従事者 1

患者本人 3

家族・付き添い 1

他患者 0

その他 0

合　計 21

図表Ⅱ－３－３８　発見場面と患者への影響

発見場面 患者への影響 件数

交付前に発見した － 9

交付後に発見した
あり 1

なし 11

合　計 21

図表Ⅱ－３－３９　事例の内容

事例の内容 件数

材料の取り違え 12

規格間違い 2

数量間違い 3

期限切れ 0

調剤忘れ 0

患者間違い 0

説明間違い・不足 0

交付忘れ 1

その他 3

合　計 21
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Ⅱ　集計報告

【３】報告内容

【1】

報
告
内
容

【2】

【3】

【4】

３）特定保険医療材料等の疑義照会や処方医への情報提供に関する事例

図表Ⅱ－３－４０　発見者職種

発見者職種 件数

薬剤師

調製者 6

鑑査者 5

交付者 3

その他 0

事務員 0

その他の職種 1

合　計 15

図表Ⅱ－３－４１　発見者職種経験年数

発見者職種
経験年数 件数 発見者職種

経験年数 件数 発見者職種
経験年数 件数

0年 1 14年 0 28年 0

1年 1 15年 1 29年 0

2年 0 16年 0 30年 0

3年 0 17年 1 31年 0

4年 3 18年 0 32年 0

5年 0 19年 0 33年 0

6年 0 20年 2 34年 0

7年 2 21年 0 35年 1

8年 0 22年 0 36年 0

9年 0 23年 0 37年 0

10年 2 24年 0 38年 0

11年 0 25年 0 39年 0

12年 0 26年 0 40年以上 0

13年 1 27年 0 合　計 15

図表Ⅱ－３－４２　発見場面と患者への影響

発見場面 患者への影響 件数

交付前に発見した － 12

交付後に発見した
あり 1

なし 2

合　計 15



- 26 -

Ⅱ

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　第２9回報告書
Ⅱ　集計報告
【３】報告内容

【1】

報
告
内
容

【2】

【3】

【4】

図表Ⅱ－３－４３　問合わせ結果

問合わせ結果 件数

変更 3

追加 5

削除 4

その他 3

合　計 15

（５）一般用医薬品等の販売に関する事例

図表Ⅱ－３－４４　使用者の年齢

使用者の年齢 件数

0～　10歳 0

11 ～　20歳 0

21 ～　30歳 1

31 ～　40歳 2

41 ～　50歳 3

51 ～　60歳 3

61 ～　70歳 7

71 ～　80歳 13

81 ～　90歳 4

91 ～ 100歳 0

101歳以上 0

合　計 33

図表Ⅱ－３－４５　使用者の性別

使用者の性別 件数

男性 19

女性 14

合　計 33

図表Ⅱ－３－４６　来局者

来局者 件数

使用者 25

代理人 8

合　計 33
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Ⅱ　集計報告

【３】報告内容

【1】

報
告
内
容

【2】

【3】

【4】

図表Ⅱ－３－４７　当事者職種

当事者職種 件数

薬剤師 33

登録販売者 0

事務員・販売者 0

その他の職種 0

合　計 33

注）当事者は複数回答が可能である。

図表Ⅱ－３－４８　当事者職種経験年数

当事者職種
経験年数 件数 当事者職種

経験年数 件数 当事者職種
経験年数 件数

0年 0 14年 1 28年 0

1年 1 15年 3 29年 0

2年 1 16年 1 30年 0

3年 1 17年 0 31年 0

4年 1 18年 0 32年 0

5年 2 19年 1 33年 0

6年 1 20年 2 34年 0

7年 1 21年 0 35年 0

8年 0 22年 0 36年 0

9年 1 23年 0 37年 0

10年 4 24年 2 38年 1

11年 1 25年 5 39年 0

12年 1 26年 1 40年以上 0

13年 1 27年 0 合　計 33

注）当事者は複数回答が可能である。

図表Ⅱ－３－４９　発見者

発見者 件数

当事者 22

当事者以外

当該薬局の薬剤師 6

当該薬局の登録販売者 1

当該薬局の事務員・販売者 0

使用者 3

家族・付き添い 1

その他 0

合　計 33
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Ⅱ　集計報告
【３】報告内容

【1】

報
告
内
容

【2】

【3】

【4】

図表Ⅱ－３－５０　事例の内容

事例の内容 件数

不適切な販売の回避

医療用医薬品との重複 8

23

医療用医薬品との相互作用 1

現病歴・既往歴 5

アレルギー・患者の体質 0

受診勧奨 5

その他 4

不適切な販売

不適切な医薬品の選択 5

10

医薬品の取り違え 0

説明間違い・不足 2

期限切れ 0

その他 3

合　計 33

図表Ⅱ－３－５１　販売を中止すると判断した理由

判断した理由 件数

使用者・代理人から聴取した情報 15

薬局で管理している情報（薬剤服用歴等） 5

お薬手帳 3

その他 0

合　計 23

注）事例の内容で「不適切な販売の回避」を選択した事例を集計した。
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Ⅱ　集計報告

【３】報告内容

【1】

報
告
内
容

【2】

【3】

【4】

図表Ⅱ－３－５２　発生要因

発生要因 件数

当事者の行動に関する要因

判断誤り 4

手順不遵守 0

スタッフ間のコミュニケーション不足・齟齬 1

患者とのコミュニケーション不足・齟齬 7

その他 2

当事者の背景的な要因

知識不足 5

技術・手技が未熟 0

慣れ・慢心 4

焦り・慌て 0

疲労・体調不良・身体的不調 1

心配ごと等心理的状態 1

その他 2

薬剤・機器・設備に関する要因

医薬品の名称類似 1

医薬品や包装の外観類似 0

医薬品包装表示・添付文書の要因 0

処方箋やその記載のされ方の要因 0

コンピューターシステムの使いにくさ・不具合 0

調剤設備・調剤機器の使いにくさ・不具合 0

薬剤服用歴などの記録の不備 0

調剤室の環境的な要因 0

調剤室以外の環境的な要因 2

その他 4

発生時の状況等に関する要因

繁忙であった 3

標榜する営業時間外であった 0

普段とは異なる業務状況だった 4

その他 2

薬局内の管理的な問題

教育訓練のなされ方 2

設備機器等の管理 0

薬局内のルールや管理の体制・仕方 1

薬局内の風土・雰囲気 3

その他 3

患者や家族の要因

患者や家族の不注意 7

患者や家族の理解力・誤解 19

患者や家族のコンプライアンス・協力態度 2

その他 2

合　計 82

注）「発生要因」は複数回答が可能である。
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Ⅱ　集計報告
【４】販売名に関する集計

【1】

【2】

【3】

【4】

【４】販売名に関する集計
2023年1月1日～ 6月30日に報告された事例49,876件について、新規収載医薬品、特定保険医療材

料等、一般用医薬品等の販売名の集計を行った。結果は以下の通りである。

（１）新規収載医薬品

図表Ⅱ－４－１　新規収載医薬品　　　　　　　　　　　（報告回数上位）
販売名 件数

ラゲブリオカプセル200mg 67

ゾコーバ錠125mg 50

グラアルファ配合点眼液 35

マンジャロ皮下注2.5mgアテオス/5mgアテオス/7.5mgアテオス
10mgアテオス/12.5mgアテオス/15mgアテオス

34

モイゼルト軟膏0.3%/1% 30

リバゼブ配合錠LD/HD 17

ケレンディア錠10mg/20mg 12

パキロビッドパック600/300 12

レイボー錠50mg/100mg 6

エパデールEMカプセル2g 5

カログラ錠120mg 5

注1）本事業における「新規収載医薬品」とは、報告された事例の発生月において

　　　薬価収載１年未満の新医薬品（医療用医薬品）とする。

注2）調剤に関するヒヤリ・ハット事例と疑義照会や処方医への情報提供に関する

　　　事例に報告された新規収載医薬品を示す。

注3）2023年7月時点で販売されている規格全てを記載した。

（２）特定保険医療材料等

図表Ⅱ－４－２　特定保険医療材料等

販売名 件数

BDマイクロファイン 27

ペンニードル 13

ナノパスニードルⅡ 8

コアレスニードルセット 3

ウィングニードル 1

ジェイフィード栄養カテーテル 1

ニプロ経腸用輸液セット 1

ハイドロサイト 1
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Ⅱ　集計報告

【４】販売名に関する集計

【1】

【2】

【3】

【4】

（３）一般用医薬品等

図表Ⅱ－４－３　一般用医薬品等　　　（報告回数上位）
販売名 件数

ロキソニンS/Sプレミアム 12

バップフォーレディ 2

パブロンSゴールドW/鼻炎カプセルSα 2

図表Ⅱ－４－４　分類

分類 件数

要指導医薬品 2

第一類医薬品 15

指定第二類医薬品 7

第二類医薬品 6

第三類医薬品 0

薬局製造販売医薬品 1

医療用医薬品と相互作用のある食品 0

その他 2

合計 33



- 32 -

販
売
名
に
関
す
る
集
計

Ⅱ

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　第２9回報告書
Ⅱ　集計報告
【４】販売名に関する集計

【1】

【2】

【3】

【4】
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Ⅲ　事例の分析

本章では、次のテーマを取り上げて分析を行った。

【１】自動車の運転等危険を伴う機械を操作する患者に注意が必要な薬剤に関する事例

テーマの最後には、分析テーマの代表的な事例と、これまでに報告された類似事例や事例のポイント

を示した「事例から学ぶ」をカラーで掲載している。
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【１】　自動車の運転等危険を伴う機械を操作する患者に
　　　注意が必要な薬剤に関する事例

薬剤の服用により、「自動車等の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業」（以下、自動車運転

等とする）に従事している最中に眠気、意識消失、失神、突発的睡眠等の副作用が発現し事故に至った

場合、患者本人のみならず第三者に対しても危害を及ぼす可能性がある。そのため、自動車運転等に従

事する患者に上記副作用が発現する可能性がある薬剤が処方された場合は、特段の注意が必要である。

2013年3月22日に総務省より｢医薬品等の普及・安全に関する行政評価・監視結果に基づく勧告｣1）

が発出され、「意識障害等の副作用報告がある医薬品の全ての添付文書を点検し、使用上の注意に意識

障害等の副作用が発現する旨の記載のみで、自動車運転等の禁止等の記載がないものに対して、自動車

運転等による事故を未然に防ぐため、当該医薬品の服用と自動車事故との因果関係が明確でない場合

であっても、自動車運転等の禁止等の記載を検討し、記載が必要なものについては速やかに各添付文

書の改訂を指示すること」、「添付文書の使用上の注意に自動車運転等の禁止等の記載がある医薬品を

処方又は調剤する際は、医師又は薬剤師からの患者に対する注意喚起の説明を徹底させること」と所見

が示された。この勧告を受けて厚生労働省は2013年5月29日に都道府県等に対して、｢医薬品服用中

の自動車運転等の禁止等に関する患者への説明について｣を通知した。さらに、厚生労働省及び独立

行政法人医薬品医療機器総合機構では、「添付文書の意識障害等の副作用の記載」ないし「症例報告」

のある薬剤について、添付文書の改訂の必要性が検討された。その結果、新たに注意喚起を行う必要

があると判断された薬剤について、2013年11月26日に厚生労働省から製造販売業者に対して使用上

の注意の改訂指示が行われた。

添付文書に自動車運転等の禁止等の記載がある薬剤の処方箋を応需した際、薬剤師は、患者の生活

状況などの背景を考慮し、処方された薬剤を患者が服用することに問題がないか検討したうえで、患者

へ自動車運転等に関する注意事項を説明し、状況に応じて疑義照会を行う必要がある。本事業には、

これらの薬剤が自動車運転等に従事する患者に処方されたため疑義照会や処方医への情報提供を行っ

た事例が報告されている。そこで、本報告書では、添付文書に自動車運転等の禁止等に関する記載が

ある薬剤が処方された際、患者の生活状況などを考慮して疑義照会や処方医への情報提供を行った�

事例を取り上げ、分析を行った。

（１）報告状況
１）対象とする事例
疑義照会や処方医への情報提供に関する事例から、キーワードに「運転」または「高所」を含む

事例を検索した。これらの事例のうち、処方された薬剤の添付文書に「自動車の運転等危険を伴う

機械の操作には従事させないよう（十分）注意すること」、もしくは「自動車の運転等危険を伴う

機械を操作する際には注意させること」の記載があり、患者の生活状況などを考慮して疑義照会や

処方医への情報提供を行った事例を対象とした。

２）報告件数
本報告書の集計期間は2023年1月～ 6月であるが、対象事例が少なかったため、2022年1月～

2023年6月に報告された事例について分析を行うこととした。対象とする事例は95件であった。
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（２）事例の概要
１）患者の情報
①患者の年齢
事例に報告された患者の年齢を示す。

図表Ⅲ－１－１　患者の年齢

年齢 件数

20歳代 13

30歳代 18

40歳代 21

50歳代 18

60歳代 11

70歳代 12

80歳代 2

合計 95

②患者の性別
事例に報告された患者の性別を示す

図表Ⅲ－１－２　患者の性別

性別 件数

女性 45

男性 50

合計 95
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③患者の来局状況
患者の来局状況を整理して示す。当薬局を平素から利用していた患者の事例が38件と多く、

そのうち「当薬局のみ利用」が24件であった。また、当薬局を久しぶりに利用、もしくは初め

て利用した患者の事例でも「当薬局のみ利用」が多かった。

図表Ⅲ－１－３　患者の来局状況

来局状況 件数

平素から利用

当薬局のみ利用 24

38
複数の薬局を利用

当薬局が主 10

他薬局が主 4

久しぶりに利用

当薬局のみ利用 19

27
複数の薬局を利用

当薬局が主 1

他薬局が主 7

初めて利用
当薬局のみ利用 26

30
複数の薬局を利用 他薬局が主 4

合計 95

④患者の生活状況
患者の生活状況を整理して示す。自動車等の運転を行う患者が90件と多く、そのうち仕事で

運転を行う患者が38件であった。

図表Ⅲ－１－４　患者の生活状況

患者の生活状況 件数

自動車等の運転

仕事

運転手 9

38

90

通勤 3

未記載 26

仕事・家族の送迎 1

家族の送迎 2

未記載 49

高所作業・自動車等の運転 3

危険な仕事
ガラスの取り扱い 1

2
未記載 1

合計 95

２）発見場面
添付文書に自動車運転等の禁止等の記載がある薬剤が処方された患者が、自動車の運転等を行う

ことがわかった場面について整理して示す。調製から交付までに発見した事例が76件と最も多かっ

た。交付後に発見した事例1件は、運転中に意識を失い交通事故を起こしたことを患者から聴取し、

処方医に情報提供した事例であった。
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図表Ⅲ－１－５　発見場面

発見場面 件数

処方監査 18

調製～交付 76

交付後 1

合計 95

３）患者の生活状況を把握した情報源と主な内容
患者の生活状況を把握した情報源と主な内容を整理して示す。患者からの聴取が69件と最も多

かった。

図表Ⅲ－１－６　患者の生活状況を把握した情報源と主な内容
患者の生活状況を
把握した情報源

把握した主な内容 件数

患者からの聴取

・�交付時に生活状況を聴き取り、仕事で自動車を運転する
ことが分かった。

・�交付時に薬剤の服用により眠気が出ることがあるため運転
しないように伝えたところ、日常生活で自動車を運転する
と言われた。

・�服薬後に座っているといつの間にか眠ってしまうことが
あり、たまに自動車を運転することがあるため心配だと
言われた。

69

薬剤服用歴

・「自動車やバイクを運転する」と記載があった。
・職業が配送業であることが記載されていた。
・�副作用歴にタリオン錠の服用による眠気の記載があるこ
と、自動車の運転頻度が高くなっていることが記載され
ていた。

10

新規患者アンケート
・�職業欄に「ドライバー」と記載されていた。
・�久しぶりに来局した患者に新規患者アンケートの記入を
依頼したところ、「自動車を運転する」と記載があった。

7

未記載 9

合計 95

４）報告された薬剤
自動車運転等の禁止等に関する内容は、添付文書の｢警告｣または｢重要な基本的注意｣の項目に記載

されている｡さらに｢重要な基本的注意｣に記載されている内容には、｢自動車の運転等危険を伴う機械

の操作に従事させないように（十分）注意すること｣と｢自動車の運転等危険を伴う機械を操作する

際には十分注意させること｣の2通りの表現がある。そこで、報告された薬剤を添付文書の記載内容

をもとに整理して示す。

添付文書の「警告」に自動車運転等の禁止等の記載がある薬剤が処方された事例は1件であり、

プラミペキソール塩酸塩錠が処方された事例であった。それ以外の事例は、添付文書の「重要な基本

的注意」に自動車運転等の禁止等の記載がある薬剤が処方された事例であった。
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図表Ⅲ－１－７　報告された薬剤

発現する可能性がある症状※1 薬剤名※2 件数

警告に記載：
前兆のない突発的睡眠及び傾眠等がみられることがあり、また突発的睡眠等により自動車事故を起こした例が
報告されているので、患者に本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中には、自動車の
運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること

前兆のない突発的睡眠及び傾眠等 プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg 1

重要な基本的注意に記載：
自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう（十分）注意すること

眠気等

アレロック錠5/OD錠5
オロパタジン塩酸塩錠5mg/OD錠5mg

15

60

ルパフィン錠10mg 14

ザイザル錠5mg
レボセチリジン塩酸塩錠5mg

11

ニポラジン錠3mg
メキタジン錠3mg

4

セチリジン塩酸塩錠10mg� 3

エンペラシン配合錠
セレスタミン配合錠

3

アレサガテープ8mg 2

ポララミン錠2mg 2

デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg
メジコン錠15mg

2

PL配合顆粒 1

エレトリプタン錠20mg 1

カフコデN配合錠 1

ミグシス錠5mg 1

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下

メイラックス錠1mg
ロフラゼプ酸エチル錠1mg

4

10

ウインタミン細粒（10％） 1

クロチアゼパム錠5mg 1

フルニトラゼパム錠1mg 1

ブロチゾラム錠0.25mg 1

ブロマゼパム錠2mg 1

ラツーダ錠40mg 1

眠気（傾眠）、めまい、意識消失等

タリージェ錠5mg/10mg 3

8
プレガバリンOD錠25mg/カプセル75mg
リリカOD錠75mg

3

ツートラム錠50mg
トラマールOD錠25mg

2
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発現する可能性がある症状※1 薬剤名※2 件数

眠気、めまい等

フスコデ配合錠 3

7

アトモキセチン錠40mg 1

コデインリン酸塩散１％ 1

プリンペラン錠5 1

レイボー錠100mg 1

めまい感
ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg
ミノマイシン錠50mg

3

脱力感、ふらつき、眠気等
エペリゾン塩酸塩錠50mg
ミオナール錠50mg

2

反射運動能力の低下、眠気、めまい及び低血圧等 チザニジン錠1mg 1

重要な基本的注意に記載：
自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること

眠気
タリオン錠10mg
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg

5

眠気、めまい等 トリンテリックス錠10mg 1

羞明等 チキジウム臭化物カプセル10mg 1

注）複数の薬剤が報告された事例がある。
※1�添付文書の記載内容は薬剤により一部異なる場合があるが、同一の内容と判断できる症状をまとめて示した。
※2�後発医薬品は屋号を除いた。

今回の分析対象事例で報告された薬剤のうち、添付文書の「警告」に自動車運転等の禁止の記載

がある薬剤はプラミペキソール塩酸塩錠のみであったが、「警告」に自動車運転等の禁止が記載さ

れている薬剤は他にもある。参考のため、添付文書の「警告」に自動車運転等の禁止の記載がある

薬剤を以下に示す。これらの薬剤は特に注意する必要がある。

＜参考＞添付文書の「警告」に自動車運転等の禁止の記載がある薬剤

発現する可能性がある症状※1 薬剤名※2

前兆のない突発的睡眠及び傾眠等

アポカイン皮下注30mg

ビ・シフロール錠0.125mg/0.5mg
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg/錠0.5mg/OD錠0.125mg/
OD錠0.5mg/LA錠0.375mgMI/LA錠1.5mgMI
ミラペックスLA錠0.375mg/1.5mg

ニュープロパッチ2.25mg/4.5mg/9mg/13.5mg/18mg

レキップ錠0.25mg/錠1mg/錠2mg/CR錠2mg/CR錠8mg
ロピニロール錠0.25mg/錠1mg/錠2mg/OD錠0.25mg/
OD錠1mg/OD錠2mg/徐放錠2mg/徐放錠8mg
ハルロピテープ8mg/16mg/24mg/32mg/40mg

羞明、霧視、視覚障害等
ブイフェンド錠50mg/錠200mg/ドライシロップ2800mg
ブイフェンド200mg静注用
ボリコナゾール錠50mg/100mg/200mg

※1�添付文書の記載内容は薬剤により一部異なる場合があるが、同一の内容と判断できる症状をまとめて示した。
※2�後発医薬品は屋号を除いた。
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５）疑義照会や処方医への情報提供の結果
疑義照会や処方医への情報提供の結果を整理して示す。薬剤が変更になった事例が68件、用法・

用量が変更になった事例が13件であった。

図表Ⅲ－１－８　疑義照会や処方医への情報提供の結果

結果 主な内容 件数

薬剤変更 ・添付文書に自動車運転等の禁止等の記載がない薬剤へ変更になった。 68

用法・用量変更※

・�朝に運転を行うため朝食後から昼食後もしくは夕食後に変更になった。
・夜間に運転を行うため夕食後から朝食後に変更になった。
・�日中に運転を行うため1日2錠1日2回朝夕食後から1日1錠1日1回夕食後へ変更
になった。

13

薬剤削除 ・�処方医が次回受診時に再度検討するため今回の薬剤は削除になった。 11

服薬中止 ・�患者が自己判断で服薬を中止していたため、処方医はそのまま中止とした。 1

変更なし 2

合計 95

※選択項目で「用法変更」または、「薬剤減量」を選択した事例を集計した。

６）事例の内容
主な事例の内容を示す。

図表Ⅲ－１－９　事例の内容

No. 事例の内容

警告に記載

1

レストレスレッグス症候群と診断された患者に、プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「サワイ」1日
1回1錠就寝前が処方された。患者から、仕事で自動車の運転が必須であることを聴取した。プラミ
ペキソール塩酸塩錠の添付文書の「警告」には「前兆のない突発的睡眠及び傾眠等がみられること
があり、また突発的睡眠等により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突発
的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等
危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。」と記載があるため、処方医へ疑義照会を行った。
今回は処方を削除し、次回受診時に再度検討すると返答があった。

重要な基本的注意に記載：
自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう（十分）注意すること

2

皮膚科を受診した患者にレボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」が処方された。患者の生活状況を
聴取したところ、仕事で毎日朝から自動車の運転をすることが分かった。レボセチリジン塩酸塩錠
の添付文書の「重要な基本的注意」には「眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車
の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること。」と記載があるため、処方
医に疑義照会を行った。その結果、ビラノアOD錠20mgに変更になった。
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No. 事例の内容

3

アレルギー性鼻炎と診断された患者に、ポララミン錠2mgが処方された。当該薬剤は添付文書の�
「重要な基本的注意」に「眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険
を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること。」と記載がある。患者の薬剤服用歴に�
「自動車やバイクの運転をする」と記録があったため、薬剤交付時に現在の状況を確認すると、仕事
で毎日自動車を運転するため眠気の出やすい薬剤の服用は避けたいと申し出があった。処方医に疑
義照会を行った結果、フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「YD」に変更になった。

4

平素より当薬局を利用している患者に、かかりつけ医からルパフィン錠10mgとモンテルカスト錠が
処方された。以前に聴取した情報から患者はタクシー運転手であることを把握していた。ルパフィン
錠10mgの添付文書には「眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を
伴う機械の操作に従事させないよう十分注意すること。」の記載があるため、処方医へ疑義照会を行っ
た結果、デザレックス錠5mgへ変更になった。

5

当薬局を初めて利用する花粉症の患者に、オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」が処方された。
新規患者アンケートに1日10時間以上運転することがある長距離ドライバーであることが記載され
ていた。患者は、処方医に仕事の内容を伝えていなかった。眠くなりにくい薬剤に変更して欲しい
という申し出があり、疑義照会を行った。その結果、フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「三和」に
変更になった。

重要な基本的注意に記載：
自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること

6
以前から患者にベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」が処方されていた。患者から「座って
いるといつの間にか眠ってしまう。たまに自動車を運転するので心配だ。」と聴取したため、疑義照会
を行った。その結果、フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「三和」に変更になった。

７）薬局での取り組み
薬局から報告された主な取り組みを整理して示す。

図表Ⅲ－１－１０　薬局での取り組み

〇調剤時

情報収集

・�添付文書に自動車運転等の禁止等の記載がある薬剤が処方された際は、患者に自動車運転等や危険な作業
を行っているか確認する。

・処方内容が患者に適しているか検討するために、症状や生活状況の確認を行う。

情報管理

・患者の自動車運転等や高所での作業の有無を薬剤服用歴に記録しておく。
・�眠気等の副作用が発現したことを聴取した際は薬剤服用歴に記録し、副作用歴がある薬剤が処方された際
に処方医に確認できるようにする。

患者教育

・�薬剤服用により体調変化や眠気などの副作用が発現した際は薬剤およびその症状をお薬手帳に記載して医療
機関や薬局に持参するよう患者に説明する。

〇調剤時以外

・新規患者アンケートに、自動車の運転の有無に関する欄を追加する。
・自動車運転等を行う患者に注意が必要な薬剤の棚には、その旨を記載した札をつけるなどの注意喚起を行う。
・自動車の運転等に注意が必要な薬剤をまとめたリストを医療機関に提供する。
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（３）医療事故情報収集等事業に報告された事例
本事業部が運営している医療事故情報収集等事業には、添付文書に「自動車の運転等危険を伴う�

機械の操作に従事させないよう注意すること。」と記載されている薬剤が処方された後、患者が交通

事故を起こした事例が報告されている。参考のため、事例を紹介する。

＜参考＞医療事故情報収集等事業に報告された事例

事故の内容

呼吸器外科で手術を受けた患者に、術後の疼痛に対し、トラムセット配合錠およびタリージェ錠が処方された。
これらの薬剤の添付文書には、眠気（傾眠）、めまい、意識消失等が起こることがあるので、本剤投与中の患者
には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意することが記載されている。患者に渡した
お薬説明書には、運転に注意する旨の説明文が記載されていたが、病棟薬剤師は患者に口頭で説明しなかった。
退院後、患者は自動車を運転し交通事故を起こした。

事故の背景要因

・交通事故と服用した薬剤の因果関係は不明である。
・�医師は、トラムセット配合錠やタリージェ錠が眠気やめまいを起こす可能性のある薬剤であることの認識が不足
していた。

・これらの薬剤が初めて処方された際、病棟薬剤師は患者に説明していなかった。

医療機関から報告された改善策

・薬剤説明書に自動車の運転等の注意喚起を分かりやすく記載する運用を開始する。
・患者にお薬説明書を渡すだけではなく、可能な限り口頭で指導する。

（４）まとめ
本テーマでは、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する患者に注意が必要な薬剤に関する事例に

ついて分析を行った。患者の生活状況、発見場面、患者の生活状況を把握した情報源と主な内容、報告

された薬剤などを整理した。また、主な事例の内容や薬局での取り組み、医療事故情報収集等事業に

報告された事例を紹介した。

報告された事例では、日常生活で自動車等の運転を行う患者が多くを占めており、仕事などで自動

車等の運転が欠かせない患者が多かった。添付文書の「警告」や「重要な基本的注意」に自動車運転

等の禁止等の記載がある薬剤が処方された際は、患者の生活状況を聴取し、自動車の運転、機械の操

作、高所作業等危険を伴う作業などに従事していないか確認する必要がある。さらに、自動車運転等

を禁止することにより日常生活や社会生活に支障が出る患者もいるため、自動車運転等の頻度や状況、

患者の病状やQOLを考慮した対応が求められる。

患者の生活状況を把握した情報源は患者からの聴取が最も多かったが、新規患者アンケートや薬剤

服用歴から自動車の運転状況などを把握し、疑義照会や処方医への情報提供を行った事例も報告され

ていた。患者からこれらの情報を得られるように新規患者アンケートの質問項目を工夫するとよい。

また、お薬手帳などから自動車運転等危険を伴う機械を操作することに注意が必要な薬剤の服用を�

把握した場合は、服用後患者に副作用などが発現していないかを聴取し、薬剤服用歴に記載しておく

必要がある。さらに、把握した情報を、患者に処方された薬剤が適切であるか検討する際に活用する

ことが重要である。検討を行った結果、疑義照会が必要と判断した際には、代替となる薬剤の提案を
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併せて行えるように、日頃から積極的に情報を収集し、薬学的知識を深めておくことが大切である。

薬局内で、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する患者に注意が必要な薬剤を一覧にまとめ、情報

を共有しておくことも有用である。

本報告書の分析内容や紹介事例を、薬局の業務や薬剤師の研修などにご活用いただきたい。

（５）参考文献
１）総務省．医薬品等の普及・安全に関する行政評価・監視結果に基づく勧告.　平成25年3月.

https://www.soumu.go.jp/main_content/000213386.pdf（参照2023-5-16）.
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薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　第２９回報告書

事例から学ぶ

➡この他にも事例が報告されています。

【把握した情報源：患者からの聴取】

【把握した情報源：薬剤服用歴】

■事例の詳細
花粉症の患者にオロパタジン塩酸塩錠5mg「JG」が処方された。交付時に、患者は
電車の運転士であり、服用期間中も運転業務を継続することを聴取した。オロパタジン
塩酸塩錠の添付文書には「眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には
自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること。」と
記載があるため疑義照会を行った結果、フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg
「YD」に変更になった。

■推定される要因
処方医は、処方した薬剤の添付文書に自動車の運転等を行う患者に注意が必要な旨が
記載されていることを知らなかった可能性がある。

■薬局での取り組み
抗ヒスタミン薬などの眠気が発現しやすい薬剤が処方された際は、患者に自動車等の
運転を行う可能性があるか確認する。

【把握した情報源：患者からの聴取】

自動車の運転等危険を伴う機械を操作する患者に
注意が必要な薬剤に関する事例

◆ アレルギー性鼻炎の患者にルパフィン錠10mgが初めて処方された。眠気が発現する
可能性があるため、自動車の運転などに従事しないように服薬指導したところ、仕事で
自動車を運転するため、眠気が発現すると困ると申し出があった。ビラノア錠などの
眠気が発現する可能性が少ない薬剤への変更が望ましいと判断し、医師に提案した結果、
ビラノア錠20mgへ変更になった。

◆整形外科を受診した患者にエペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」を含む複数の薬剤が処方
された。薬剤服用歴に職業が配送業であることが記載されていた。エペリゾン塩酸塩錠
の添付文書には「脱力感、ふらつき、眠気等が発現することがあるので、その場合には
減量又は休薬すること。なお、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械
の操作には従事させないように注意すること。」と記載があるため、疑義照会を行った。
その結果、エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」は削除になった。
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◆ 当薬局に初めて来局した患者から、ポララミン錠2mgが記載された処方箋を応需した。
新規患者アンケートに「営業職で1日8時間程度自動車を運転する」と記載があった。
さらに、患者は毎日、自動車で子供の送迎をしていることも聴取した。ポララミン錠
2mgの服用による眠気の発現の可能性について説明したところ、患者は薬剤の変更を
希望した。処方医に患者の自動車の運転状況を伝え、フェキソフェナジン塩酸塩錠や
漢方薬への変更を提案したところ、ポララミン錠2mgからツムラ小青竜湯エキス顆粒へ
変更になった。

【把握した情報源：新規患者アンケート】

ポイント

公益財団法人　日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業
〒101-0061　東京都千代田区神田三崎町1-4-17 東洋ビル　電話：03-5217-0281（直通）　FAX：03-5217-0253（直通）
https://www.yakkyoku-hiyari . jcqhc.or.jp/

●添付文書の「警告」や「重要な基本的注意」に自動車運転等の禁止等の記載がある薬剤
が処方された際は、患者の生活状況について聴取し、自動車等の運転や危険を伴う作業
に従事していないか確認する必要がある。

●自動車運転等を禁止することにより日常生活や社会生活に支障が出る患者もいるため、
自動車運転等の頻度や状況、患者の病状やQOLを考慮した対応が求められる。

●自動車等の運転や高所作業に従事するかなどの情報を得られやすいように新規患者
アンケートの質問項目などを工夫しておく必要がある。さらに、得られた情報は薬剤
服用歴に記載しておき、患者に処方された薬剤が患者の生活状況に適切であるか検討
する際に活用することが重要である。

●患者に処方された薬剤について疑義照会が必要と判断した際には、代替となる薬剤の
提案を併せて行えるよう、日頃から積極的に情報を収集し、薬学的知識を深めておく
ことが大切である。
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Ⅳ　事業の現況

１　ホームページを通じた情報発信

本事業では、事業計画に基づいて、報告書や年報、共有すべき事例、事例から学ぶ等の成果物 

や、匿名化した報告事例等を公表している。本事業の事業内容の掲載情報については、パンフレット 

「事業のご案内」に分かりやすくまとめられているので参考にしていただきたい（https://www.

yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/pdf/project_guidance.pdf）。

図表Ⅳ－１　ホームページのトップ画面
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２　事例データベースの活用
　　―医薬品の安全使用（取り違え等）に関する製薬企業の対応―

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の事例検索を活用し、「ノルバスクとノルバデックス」など

の名称類似薬の取り違えについて、製薬企業から注意喚起がなされていることを、過去の報告書や 

年報で紹介した。このように、本事業に事例が報告されたことを契機として、本財団以外の関係団体

や企業から、医療事故防止のための具体的な注意喚起が継続して行われている。このような製薬企業

の取り組みは、海外における本事業に関する講演においても説明しており、日本の製薬企業による自主

的な安全対策として関心が寄せられている。

製薬企業は、医療機関向けに医薬品の安全使用に関する情報を提供している。独立行政法人医薬品

医療機器総合機構（PMDA）のホームページの「製薬企業からの医薬品の安全使用（取り違え等）に 

関するお知らせ」から、2023年1月～ 6月に掲載されたお知らせを整理して示す（図表Ⅳ－2）。 

注意喚起文書の中には、本事業や本財団が行っている医療事故情報収集等事業の事例データベース等

の事例をもとに作成されているものもあり、薬局や医療機関から報告された事例が活用されている。

図表Ⅳ－２　2023年1月～ 6月に掲載された製薬企業からの医薬品の安全使用（取り違え等）に関する
　　　　　　お知らせ

掲載年月 タイトル 情報提供元

2023年1月
ベタニス錠は徐放性製剤です
分割、粉砕、かみ砕いての服用はできません

アステラス製薬（株）

2020年4月
（2023年1月更新）

「ザイティガ錠」と「ザルティア錠」の販売名類似による
取り違え防止のお願い

ヤンセンファーマ（株）
日本新薬（株）

2023年3月
「テグレトール」と「テオドール」の販売名類似による 
取り違えのご注意

サンファーマ（株）
田辺三菱製薬（株）

2023年3月
レキップCR錠2mg・錠8mgは徐放性製剤です 
～分割、粉砕、噛み砕いての処方・投与・服用はしない
でください～

グラクソ・スミスクライン（株）
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＜参考＞「ザイティガ錠」と「ザルティア錠」の販売名類似による取り違え防止のお願い（一部抜粋）

※URL：https://www.pmda.go.jp/files/000234722.pdf

＜参考＞レキップCR錠2mg・錠8mgは徐放性製剤です
　　　　～分割、粉砕、嚙み砕いての処方・投与・服用はしないでください～

※URL：https://www.pmda.go.jp/files/000251718.pdf



- 50 -

Ⅳ

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　第２9回報告書Ⅳ　事業の現況

３　2022年度研修会

本事業では、毎年、事業参加薬局を対象に研修会を開催している。2022年度は、2023年3月5日（日）

に「医療機関と保険薬局の連携から考える医療安全への取り組み」をテーマとし、本事業と医療事故情

報収集等事業の合同で開催した。全国の医療機関や薬局から計544名が参加した。プログラムは以下の

通りである。

図表Ⅳ－３　研修会プログラム

時間 内容

13:00 ～ 13:05 オリエンテーション

13:05 ～ 13:10 開会の挨拶
日本医療機能評価機構
執行理事　後　信

13:10 ～ 13:40
医療事故情報収集等事業と薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析
事業の現状と課題

医療事故防止事業部
部長　坂口　美佐

13:40 ～ 14:20
医療安全に関する医療機関内や地域における取り組み、
医療機関から薬局に望むこと

北海道大学病院　副病院長・
医療安全管理部部長・教授
南須原　康行　先生

14:25 ～ 15:05
病診薬連携と患者安全
～価値ある情報共有を行うために～

京都大学医学部附属病院
薬剤部　教授・薬剤部長
寺田　智祐　先生

15:05 ～ 15:45
薬局ヒヤリ・ハット報告事例から見える 薬薬協働・連携の課題
～薬剤安全のために望まれる情報共有・連携とは～

上原薬局
上原　健嗣　先生

15:45 ～ 15:55 質疑応答

16:00 閉会

図表Ⅳ－４　研修会の講演より
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４　国際会議における情報発信や情報収集

本財団（JQ）ならびに本事業、医療事故情報収集等事業は、海外からの注目が高まり、講演等の 

機会を多く頂いている。今後も国際的な医療安全の潮流の形成に参加し、本財団の実績や我が国の 

医療安全活動の実績をもって好影響を与えるべく取り組んでいくこととしている。前号で提供した情報

以降の海外講演や会議について次に示す。

１）ルーマニアCREST Association主催SIGNED IV

ルーマニアの第三者評価を行う団体であり、ISQuaの組織会員であるCREST Associationがヘルス

ケアの質と安全の継続的な改善を学ぶカンファレンスであるSIGNED IVを2021年11月11日に開催

し、ISQua関係者がKey Speakerとして招待され、本財団からも出席して講演した。講演に求められ

た中心的なテーマは診断エラーの防止であったことから、2015年に米国のNational Academies of 

Sciences, Engineering, and Medicineが作成した、Improving Diagnosis in Health Careについて説明

した。同報告書が強調する、Blame freeの環境で診断エラーが報告できるシステムの創設、ヘルス

ケアの質と安全の改善を促進する賠償システムの構築、という点をさらに詳しく説明するために、

本事業や医療事故情報収集等事業などについて説明した。

２）G7患者安全イベント：Patient Safety: from Vision to Reality

英国は、医療安全を推進する世界的な取り組みの中で、WHOにおけるGlobal Patient Safety 

Challengeや、世界患者安全の日の創設、Global Patient Safety Collaborative（GPSC）、閣僚級世

界患者安全サミットなどにおいて中心的役割を担っている。2021年には英国がG7の議長国を務め

たことを好機として、11月22日に英国政府主催の医療安全のイベントである “Patient Safety: from 

Vision to Reality” が開催された。イベントはまず、2022年にNHS Englandの初代Patient Safety 

Commissionerに就任したDr.Aidan Fowlerの挨拶により始まり、続いてSajid Javid保健相、Jeremy 

Hunt元保健相・元外相、Tedros Adhanom Ghebreyesus WHO事務局長が基調講演を行った。続いて、

世界的な医療安全対策推進に関して、患者・家族の立場からMs.Sue Sheridan、医療者の立場から、

英国Imperial College Londonの外科教授であり、かつ、2016年に開催された第1回閣僚級世界患者

安全サミットの主催者の中心であったProfessor the Lord Ara Darzi of Denham、そして、WHOに

おいて医療安全のプロジェクトを運営している立場から、WHO Patient Safety Flagship Unit Head

のDr.Neelam Dhingraがスピーチを行った。その後、G7のメンバー国及びEuropean Commission

が、それぞれの国や地域における医療安全の取り組みを説明した。また、英国のScotlandやWales、

さらに、英国の安全に関係する組織であるThe Care Quality Commission（CQC）、NHS Resolution

（NHSR）、The Healthcare Safety Investigation Branch（HSIB）からも発言があった。そして、最後

にDr.Aidan Fowlerがまとめを行った。本イベントにおける日本のスピーチの概要を次に示す。
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○日本のスピーチ： Dr.Kazunori Umeki, Director for Medical Safety Promotion Unit, Health Policy 

Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare

安全なヘルスケアを推進するために、日本は国レベルの患者安全ポリシーを作成し、それに 

則して医療法の改正が行われた。医療法は、全ての医療機関で医療安全対策を行うことを義務付

けた。その後、国レベルの報告と学習システムが創設され、同制度は法改正の実効性を上げ、全

ての施設が患者安全インシデントから知識や対応策、及び同種事例を予防する方策を学ぶこと

を可能にした。同制度は、No-blame cultureに基づいて、匿名情報として扱う方法で運営される 

ことにより、ヘルスケア従事者にとって利用しやすいものとなっている。No-blame cultureは、 

世界的に実践されるべきコンセプトである。続いて、日本は医療に起因した予期しない死亡を分析

して同種事例を予防するシステムを整備した。日本は、避けられる害を減らし、患者・家族とヘル

スケア従事者とが相互に利益をもたらす関係の中で協働することができる安全文化を築きながら、

患者安全を質の高いケアにおける柱の一つとして確立することを目的としている。国際的には、日本

は2018年に第3回閣僚級世界患者安全サミットを関係国と連携しつつ主催した。サミットでは、

2030年までに回避可能な害を世界的に最小化することを目的とした “東京宣言” に対し、幅広い支持 

が集まった。サミットは、世界患者安全の日の創設を推進した（2019年のWHO総会決議により創設

された）。日本は、世界患者安全の日を積極的に記念することに加えて、毎年11月に医療安全週間

を設けている。日本は2023年のG7議長国であり、同じ年に、Universal Health Coverage（UHC）

ハイレベルミーティングや、SDGサミットが、国際連合総会の際に開催される予定である。UHCの

提唱者である日本は、将来における患者安全とUHCを推進することに重要な貢献をするつもりであ

る。

３）WHO Policy Makers Forum：Patient Safety Implementation

2016年から毎年開催されていた閣僚級世界患者安全サミットの第5回会合が2020年にスイス 

で開催される予定であったが、新型コロナウイルスのパンデミックのために延期となった。同 

サミットは2023年に開催される予定であったが、2021年5月のWHO総会で承認されたGlobal 

Patient Safety Action Plan 2021-2030の実行などのために、ヘルスケア分野のリーダーや政策

決定者の関与が必要であることから、我が国がメンバーを務める患者安全サミット運営委員会や、

2021年8月に開催されたWHO Global Consultation “Partners in action: Engaging stakeholders for 

implementing the Global Patient Safety Action Plan 2021-2030” における助言を受けて、2022年2月

23-24日に “WHO Policy Makers Forum: Patient Safety Implementation” が開催され、本財団から

もパネルディスカッションに出席した。司会のリヤム・ドナルドソン卿から、国レベルの報告と学

習システムを運営する中で、重大インシデントが発生した場合、その事案から教訓を最大限導き出

すにはどうすれば良いか、と質問があり、No-blame cultureを基礎とした事実の確認、システムア

プローチによる分析、改善策の立案と実施、改善策の評価など、事故に学ぶために必要な要素を説

明した。また、教訓をより広く周知するための工夫として、イラストを多く使用した医療安全情報

を毎月配信していることを紹介した。
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４）AACI Surveyors Program

本財団が連携を強化しているISQuaの組織会員であり、国際的に第三者評価を提供している

American Accreditation Commission International（AACI） か ら、2022年3月26日 に 同 団 体 が 

ブラジル及びポルトガルを対象としたサーベイヤー研修の講義依頼を受けた。ISQuaのCEOである

Dr.Carsten Engelも招待され、第三者評価におけるISQuaの役割について講義を行った。本財団から

の講義では、本財団が運営する各種事業の概説、我が国では本財団が中心となって病院に対して 

第三者評価を提供していること、第三者評価における医療安全の評価、本事業や医療事故情報収集

等事業、産科医療補償制度などの事業が医療の質や安全に寄与していることなどを説明した。

５）モルジブ共和国保健省・WHO SEARO等主催「報告と学習システムに関する研修会」

2019年にWHO総会（WHA）は、決議WHA72.6 “Global action on patient safety” を採択した。

同決議は、WHO加盟国に対し、医療従事者に基本的な訓練を提供することや、有害事象の原因となっ

たり発生に寄与したりする因子を調査してそれらを同定・学習することを可能にする、透明性の 

高い非懲罰的なインシデント報告・学習システムを創設することによって、安全文化を促進すること

を求めている。

WHOが作成し、2021年のWHAで承認された、Global Patient Safety Action Plan 2021-2030

（GPSAP）は、患者安全の促進のために実行すべき具体的なアクションを示しており、それらは

戦略的な方向性に則して設定されている。特に、戦略目標6では、“Information, research and risk 

management” が取り上げられており、その中で、患者安全インシデントの報告と学習システムの

創設が優先事項とされている。同システムは、情報や知識の流れを継続的なものとし、リスクを緩和し、

避けられる害の程度を低減し、ケアの安全を改善することを目的としている（医療事故情報収集等

事業第67回報告書87-94頁、医療事故情報収集等事業第69回報告書69-72頁、医療事故情報収集等

事業第71回報告書82-83頁）。過去の報告書で記述したとおり、本財団は、GPSAPの作成に参加し、

その内容の検討にあたって、本事業や医療事故情報収集等事業、産科医療補償制度などの説明を行う

とともに、グループワークの議論に参画した。

図表Ⅳ－５　WHO Global Patient Safety Action Plan 2021-2030と戦略目標6の中のアクション6.1
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WHOの地域事務局の一つであるRegional Office for South-East Asia（SEARO）及びモルジブ共和国

に置かれているWHOのオフィスは、モルジブ共和国保健省から、同省の質保証チームが患者安全

インシデント報告・学習システムのトレーニングを実施するにあたり、システムの概念、システム

とステークホルダーの役割、データ収集と提供の仕組み、患者安全を改善するための学習材料の作成

をよりよく理解するために支援することを求められた。

WHOには、GPSAPを実行するための部門である、Patient Safety flagshipが設置されている。 

同組織は、2022年3月～ 4月にかけて、患者安全インシデント報告・学習システムに関する初めての

研修会を、モルジブ共和国保健省、SEARO、モルジブ共和国WHO国内オフィス、国際的な専門家

とともに企画した。本財団は専門家の位置付けで、本事業により得られた知見を共有することによ

り研修会に協力することを求められた。研修会の目的は次の通りである。

・患者安全インシデント報告・学習システムの全体像を理解すること。

・インシデント事例の収集と分析の方法を学習すること。

・ 患者安全インシデント報告・学習システムの運用を通じてどのように安全文化を築けばよいか

学習すること。

研 修 会 は、2022年3月28日 ～30日 の3日 間、 モ ル ジ ブ 時 間15:00 ～ 18:00に 開 催 さ れ た。 

本財団を含む4名の専門家が、それぞれが創設した報告・学習制度を、WHOが2020年に公表した

Patient safety incident reporting and learning systemsに関する技術的ガイダンスの内容を織り込み

ながら解説した。

1日目は、患者安全、患者安全インシデント、報告・学習システムに関する基本的事項を理解し

た。1999年に米国のInstitute of Medicine（IOM）が公表した報告書 “To err is human：building 

a safer health system（1999）” が研修会の基本的な部分に大きな影響を与えた。さらに先述し

た、WHOに よ る “Patient safety incident reporting and learning systems：technical report and 

guidance（2020）” も、最新の報告・学習システムが備える機能に関し、今後制度を整備する国や

専門家に対するメッセージや考え方を提供することに貢献した。

2日目は、患者安全インシデント報告・学習システムの管理と運営などのガバナンスや関連する

課題、例えば、制度の運営、報告のためのフルポジティブな環境の整備、患者・家族の参加などに

ついて解説された。

3日目は、報告・学習システムの機能、つまり、インシデント事例の収集、重要な情報の抽出、分析、

学習すべき内容の作成と周知について、参加者と共に考察した。こうして4カ国の報告・学習シス

テムの創設やその内容が参加者に共有された。

本財団を含む4カ国の専門家は、非懲罰的な文化、報告の匿名性、報告・学習システムの創設や

運営に関するリーダーシップが、医療従事者に対して患者安全インシデントを報告してもらうため

の主要な推進力をとなるという点で一致していた。さらに、患者安全インシデント報告・学習制度

において、患者・家族の参加の重要性が、3日間の研修会を通じて認識された。
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モルジブ共和国保健省の質保証コミッショナーであるMs.Thasleema Usmanは、研修会は大変有

意義であり、その内容は参加者が学習すべき要素を幅広く網羅していた、と述べた。また、研修会は、

国レベルの患者安全インシデント報告・学習システムを創設すること、Blame freeの文化を醸成す

ること、参加したリーダーに、患者安全やケアの質を改善するための環境整備の重要性を教育する

ことを、どのように進めていけば良いか、必要な事項を教育してくれたとも述べた。Ms.Usmanは、

国内のすべての病院に向けて、協働して次のステップに進むことを呼びかけた。

次の研修は、患者安全インシデントの分析に関するヒューマンファクターやエルゴノミクスの

ツールに関する内容であり、2022年4月19日と4月28日に開催された。当該研修会は、WHO連携

センターである、イタリア・トスカーナ州保健局のThe Center for Clinical Risk Management and 

Patient SafetyとWHO、モルジブ共和国保健省が共同して開催した。その記録や資料は、先述した

研修会の資料や講義動画とともに、WHOのWebサイトに掲載されている。

WHOは今後もモルジブ共和国やその他の加盟国における患者安全インシデント報告・学習シス

テムの創設に関し、WHO本部、WHO連携センター、WHOと協力関係にあるNGO、そして国際的

な専門家との協力を通じて、技術的支援を提供し続けることとしている。

研修会のスケジュールと主な講義内容は次の通りである。なお、本財団は “1.3 インシデントを

報告する医療従事者にとって安全な環境の整備”、“2.1 患者安全インシデント報告・学習制度に関

する既存の環境”、“3.2 インシデントとレポートの活用2” を担当した。

1日目

1.1 患者安全に関するイントロダクション

・ 病院で発生するインシデントの種類、医療関連エラーの種類、安全文化の要素（患者安全文化

の進化、No-blame culture）

1.2 患者安全インシデント報告・学習システム

・ 患者安全インシデント報告・学習システムとは何か？患者安全インシデントの定義と考え方、

異なるレベルの患者安全インシデント報告・学習システム（施設レベル、地域レベル、国レベル）

に求められる異なる要件、International Classification of Diseases, 11th Revision （ICD-11）と

の関係

1.3 インシデントを報告する医療従事者にとって安全な環境の整備

・ 本財団が担当し、JQが実施する事業の説明、“To Error is Human” の中で特に第2章：ヘルス

ケアにおけるエラー：死亡や傷害の最も頻度の高い原因、第5章：エラーの報告システムを中

心とした解説、日本の患者安全施策がたどってきた過程、非懲罰的な調査、守秘、No-blame 

cultureの醸成を通じた報告の促進、匿名情報の報告、国レベルでの報告制度と施設レベルでの

報告制度、報告に対する報酬としてのフィードバックなどについて説明した。
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2日目

2.1 患者安全インシデント報告・学習制度に関する既存の環境

・ 本財団が担当し、国レベルの報告・学習システムの例、報告・学習システムを成功させるため

の病院グループとの協力体制、薬局を対象とした報告・学習システム、周産期医療の安全を目

的とした報告・学習・無過失補償システム、関連する法的な環境や行政機関との役割分担など

について説明した。

2.2 患者安全インシデント報告・学習制度の運営と課題

・報告・学習システムのガバナンスとマネジメント、人員配置、スタッフの教育研修

2.3 国レベルの報告・学習システム：スリランカの経験

3日目

3.1 インシデントレポートの活用1、3.2インシデントレポートの活用2

・ 本財団が、“3.2インシデントレポートの活用2” を担当し、本事業や医療事故情報収集等事業

の創設の経緯、インシデントレポートを収集することの目的、レポートに含まれるデータの内

容、Web上でのデータの報告方法、データ分析の重要性、データ分析の実際（報告書やアラー

トの作成）、データの活用（短期的・中期的・長期的な影響、個別の医療機関における活用例）、

データ分析における人工知能（AI）の活用例、透明性の高い制度運営などについて説明した。 

また、“3.1インシデントレポートの活用1” を担当した南アフリカから、WHOが開発した

Minimal information model（MIM）、インシデントレポートの内容の質的な保証、患者安全 

インシデント報告・学習システムにおいて作成される成果物などについて説明された。

3.3 国レベルの報告・学習システム：南アフリカの経験

3.4 国レベルの報告・学習システム：タイの経験

研修の中で行われた講義の中で、報告・学習制度が比較的発達しているタイの専門家によって行

われた講義の内容を次に示す。

National Reporting and Learning System in Thailand（演者：Dr. Piyawan Limpanyalert, Chief 

Executive Officer, Hospital Accreditation Institute（HA）, Thailand）

・ タイでは、第三者評価の運営組織であるHA-Thaiが、国レベルの報告・学習システム（National 

Reporting and Learning System：NRLS）を運営している。

・ 2016年にWHO、WHO-SEARO、スリランカ保健省が主催した報告・学習システムに関する専

門家会合において、本事業に関する講義等を聴いたことを契機として、グローバルアジェンダ

である報告・学習制度を国内のアジェンダとして取り入れることとした（医療事故情報収集等

事業第45回報告書39-41頁、医療事故情報収集等事業第68回報告書91-92頁、医療事故情報収

集等事業第71回報告書77-79頁）。

・ 医療安全の推進に関し、患者だけでなく医療従事者の安全にも寄与することを基本的な考え方

として、これを2P Safety（Patient and Personnel Safety）と称することとした。これに基づき

2016年にタイ保健省は、国レベルのポリシーとして2P safety policyを作成した。その中で、 

3つの主要な目的が設定され、国レベルの報告・学習システムの創設はそのうちの一つである。
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・ 報告・学習制度の創設や運営には、WHOが作成したガイドライン（WHO Draft Guidelines 

for Adverse Event Reporting and Learning Systems（2005）、WHO Patient Safety Incident 

Reporting and Learning Systems：Technical report and guidance （2020））を参考とした。

・ 法令や規制を整備して、非懲罰的な報告主体を保健省から独立した組織であるHA-Thaiに置く

こととし、医療機関からHA-Thaiにインシデントを報告するとともに、医療機関から保健省に

報告されるインシデント（苦情を含む）も、保健省からHA-Thaiに報告する仕組みとなっている。

・ 報告された事例は、事例の種類と重症度で分類して、毎日、毎月、毎年の3種類の頻度で件数

を公表している。なお、2021年のインシデント報告件数は、73万3,689件であった。

・ 並行して、タイ全土の病院を対象としてPatient and Personnel Safety Hospital Projectを実施し、

2022年現在、タイ全土の1,471病院のうち856施設（58%）が任意参加している。

・ NRLSで明らかになった、重大インシデントの種類やその原因は、継続的な改善が行われるよう

に、第三者評価の見直しの際に、評価項目に盛り込まれている。実際に、インシデントの報告数

が増える一方で、重大なインシデントの報告件数は減少している。

・ NRLSを成功させる要因としては、強力なリーダーシップ、明確な目標と短期・長期の戦略、垂直・

水平の両方向のアプローチ、医療従事者と専門家の連携、医療者以外の業界の参画、学習のた

めのネットワークの構築、WHOが提供する国際的報告性に則した技術的ツールの活用、総合

調整を図る中心となる組織の確立、学習のための支援ツールとそれを活用するプラットフォーム

の構築が挙げられる。

・ また、NRLSを推進する際の障壁としては、質改善に伴う業務量の増加やそのための資源の不足、

ヘルスケア従事者における質・安全の改善の必要性の認識向上、患者・家族／ヘルスケア提供

者／専門家団体間の意見の対立、異なるステークホルダーから課せられる極端に高い改善の期

待、財政的な制約が挙げられる。
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ご あ い さ つ

公益財団法人日本医療機能評価機構

理事長　　河北　博文

公益財団法人日本医療機能評価機構は、中立的・科学的な立場で医療の質・安全の向上と

信頼できる医療の確保に関する事業を行い、国民の健康と福祉の向上に寄与することを目的

として、病院機能評価事業をはじめとする様々な事業に取り組んでおります。医療事故防止

事業部では、2008年度より、薬局で発生した、または発見した事例を収集し分析をする薬局

ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業を運営しております。薬局の皆様や関係者の方々の関心

の高まりにより、参加薬局数および報告件数は大きく増加してきております。この事業の推進

にあたり、多くの情報を提供していただきました薬局の皆様に深く感謝申し上げます。

近年、我が国では、医療の質の向上を図ることを目的として、医師と薬剤師がそれぞれ

の専門分野で業務を分担する医薬分業が進み、地域包括ケアシステムが推進されています

が、この中で薬剤師はその一翼を担うことが求められております。こうした状況を踏まえ、

2015年に「患者のための薬局ビジョン」が策定され、その後公表された「患者のための薬局

ビジョン」実現のためのアクションプラン検討委員会報告書では、薬学的管理・指導の取り

組みを評価する指標の１つとして、本事業への事例報告の取り組みが挙げられております。

また、平成30年度診療報酬改定では、薬局における医療安全に資する情報の共有が地域支援

体制加算の施設基準の１つとなりました。このように、薬剤師および薬局には医療安全の推進

や医療事故の防止に貢献することが求められております。

さて、このたび、2022年1月から12月までにご報告いただいた事例を取りまとめた2022年

年報を公表いたします。薬局における医療安全の推進に有用な情報を掲載しておりますので、

ぜひ薬局内でご活用いただくとともに、一般の方々におかれましても、我が国の医療安全の

取り組みの現状について理解を深めていただきたいと思います。皆様にとって有用な情報提供

となるよう、さらに一層の充実に努めてまいります。

今後とも、病院機能評価事業などの様々な事業を通じて、国民の医療に対する信頼の確保

および医療の質の向上に尽力いたしますので、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い

申し上げます。
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は じ め に

公益財団法人日本医療機能評価機構

執行理事　　　　　　　後　　信　

医療事故防止事業部長　坂口　美佐

平素より薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の運営にご理解とご協力をいただき、 

深く感謝申し上げます。参加薬局の皆様には、新型コロナウイルス感染症により薬局が大き

な影響を受ける中で、本事業に事例をご報告いただき、重ねてお礼申し上げます。

本事業は、全国の薬局から事例を収集・分析して、薬局が医療安全対策に有用な情報を共有

するとともに、国民に対して情報を提供することを通じて、医療安全対策の一層の推進を図る

ことを目的としています。薬局や医療機関の皆様、医薬品の製造・販売に携わる企業の皆様

には、本年報を医療安全のためにお役立ていただければありがたく存じます。さらに、医療

を受ける立場でこの年報や本事業のホームページをご覧の皆様におかれましては、薬剤師が 

処方内容について医師に問い合わせを行い、適切な処方に変更された事例などを通して、薬局

や医療機関が医療安全の推進に向けて取り組んでいる姿をご理解いただければ幸いに存じま

す。

本事業の参加薬局数は、2022年12月末には45,290施設となり、全国の7割を超える薬局

にご参加いただいています。本事業に事例をご報告いただき、情報を共有していただくこと

を通して、薬物療法の安全性の確保や薬局と医療機関の連携にお役立ていただきたく存じ

ます。近年、薬局においては対物業務に代わり対人業務が重視されるようになり、一元的・ 

継続的な服薬情報の把握と薬学的管理・指導が求められています。本事業は、このような取り

組みに関連した内容も取り上げていますので、ご参照いただき、日々の業務にご活用いただ

けましたら幸甚に存じます。

本事業へのご報告は、調剤に関するヒヤリ・ハット事例のほか、疑義照会や処方医への情報

提供に関する事例、特定保険医療材料等に関する事例、一般用医薬品等の販売に関する事例

を対象としています。疑義照会や処方医への情報提供に関する事例の報告が増加しており、

医療安全に資する教育的な事例も報告書・年報や「共有すべき事例」「事例から学ぶ」に多数

掲載しています。これらの情報はすべてホームページからダウンロードができますので、薬局

における教育・研修にご活用いただけます。

本事業は、薬局からの事例報告を基盤として、医療安全に有用な情報提供を行うよう努め

てまいります。皆様のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
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Ⅰ　2022年年報について 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　2022年年報

１　参加薬局数と報告件数の現況

本事業に参加している薬局数は2022年12月31日現在で45,290となった。本年報の「Ⅱ　集計報告」

に、事業参加薬局数や報告件数、報告内容などの集計結果を掲載している。また、「都道府県別事業

参加薬局数及び報告件数」も掲載しているので、地域における薬局や関係団体などの取り組みの参考

にしていただきたい。参加薬局数は、ホームページの「参加薬局一覧」においても随時情報を更新し

て示している。

2022年1月～ 12月に報告された事例の件数は120,247件であった。過去10年間の参加薬局数と報告

件数の推移を図表Ⅰ－１に示す。参加薬局数・報告件数は2017年から2018年にかけて著しく増加し

ている。背景の一つとして、2015年10月に公表された「患者のための薬局ビジョン」、2017年3月に

公表された「患者のための薬局ビジョン」実現のためのアクションプラン検討委員会報告書の影響が

考えられる。この報告書では、服薬情報の一元的・継続的把握とそれに基づく薬学的管理・指導の取り

組みを可視化するためには、本事業への事例の報告が有効な手段となり得るとされている。また、薬局

の取り組みの全国的な進捗状況を評価するための指標（KPI）の一つとして、本事業への報告が挙げ

られている。さらに、平成30年度診療報酬改定における地域支援体制加算の新設も本事業への参加と

報告の増加に影響していると考えられる。地域包括ケアシステムの構築が推進される中で、本事業へ

の参加と報告はかかりつけ薬剤師・薬局の具体的な取り組みとして位置づけられている。参加薬局数

と報告件数の増加とともに、今後は報告の質のさらなる向上が期待される。

図表Ⅰ－１　参加薬局数と報告件数の推移

年 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

参加薬局数 7,747 8,244 8,577 8,700 11,400 33,083 38,677 40,957 43,166 45,290

報告件数 5,820 5,399 4,779 4,939 6,084 79,973 144,848 129,163 127,937 120,247

参加薬局数報告件数

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2021年2020年 2022年
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Ⅰ
過去10年間の報告件数の内訳の推移を図表Ⅰ－２に示す。「疑義照会」の事例は、2020年3月に導入

した新しい事例報告システムでは「疑義照会や処方医への情報提供に関する事例」として収集してい 

る。これらの事例の割合は年々増加しており、報告事例の8割を占めるようになった。薬物療法の 

有効性・安全性の向上のためには、服薬情報の一元的・継続的把握とそれに基づく薬学的管理・指導

の取り組みに関連した事例を報告し、情報を共有することが重要であり、医療安全に資する事例の報

告にご協力いただきたい。一方、調剤に関するヒヤリ・ハット事例は、薬局における基本的な業務を

適切に行うために有用な情報であることから、引き続きご報告をお願いしたい。また、一般用医薬品

や要指導医薬品の安全かつ適正な使用のための取り組みも薬剤師に求められる役割の一つであり、 

一般用医薬品等の販売に関する事例についても積極的にご報告をいただければ幸いである。

図表Ⅰ－２　報告件数の内訳

報告件数

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

調剤
5,017 4,592 3,727 3,561 3,823 28,715 31,487 25,330 22,031 20,255

86.2% 85.1% 78.0% 72.1% 62.8% 35.9% 21.7% 19.6% 17.2% 16.8%

疑義照会 
782 789 1,040 1,359 2,234 51,030 113,144 103,611 105,694 99,814

13.4% 14.6% 21.8% 27.5% 36.7% 63.8% 78.1% 80.2% 82.6% 83.0%

特定保険
医療材料等

15 16 9 13 25 101 80 92 87 92

0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

一般用
医薬品等

6 0 3 6 2 127 137 130 125 86

0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

合計 5,820 5,397 4,779 4,939 6,084 79,973 144,848 129,163 127,937 120,247

特定保険医療材料等 一般用医薬品等疑義照会調剤

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
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２　事例の分析

本年報には、第27回報告書（集計期間2022年1月1日～ 6月30日）、第28回報告書（集計期間2022年

7月1日～ 12月31日）で取り上げた下記の分析テーマの概要を掲載している。各報告書では、報告件

数や主な事例の内容、薬局から報告された改善策などを紹介しているので、詳細は各報告書をご参照

いただきたい。また、分析テーマごとに、代表的な事例と、過去に報告された類似事例、事例のポイ

ントをまとめた「事例から学ぶ」を掲載している。これまでに年報・報告書に掲載した「事例から学ぶ」

は、ホームページで閲覧・ダウンロードすることができるので、薬局における教育・研修などにご活用

いただきたい。

図表Ⅰ－３　2022年に報告書で取り上げた分析テーマ

掲載報告書 分析テーマ

第27回報告書
【１】併用禁忌に関する事例

【２】退院後の薬剤の継続に関する事例

第28回報告書
【１】糖尿病治療剤の注射薬に関する事例

【２】内服薬の処方漏れに関する事例

図表Ⅰ－４　事例から学ぶ
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Ⅰ
３　共有すべき事例

本事業では、報告された事例の中から、特に広く医療安全対策に有用な情報として共有することが

必要であると思われる事例を「共有すべき事例」として選定し、事例のポイントを付してホームページ

に掲載している。

本年報では、2022年に提供した「共有すべき事例」について、「事例の区分」ごとの件数をまとめ、

一覧を掲載した。「共有すべき事例」は本事業のホームページから閲覧・ダウンロードが可能であり、

キーワードで検索することもできるので、ご活用いただきたい。

図表Ⅰ－５　2022年に提供した共有すべき事例

事例の区分 件数

調剤 11

疑義照会・処方医への情報提供 22

一般用医薬品等 2

合計 35

４　事業の現況

「Ⅴ　事業の現況」では、事業のトピックスや海外へ向けた情報発信などをまとめて紹介してい

る。本年報では、本事業ホームページの情報発信や、事例を活用した製薬企業の取り組み、本事業が

2022年度に開催した研修会、医療事故情報収集等事業との連携などを取り上げている。
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２

３

事
業
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加
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４

１

Ⅱ　集計報告
１　事業参加薬局

１　事業参加薬局
事業参加薬局数は以下の通りである。

図表Ⅱ－１－１　事業参加薬局数の推移

2022 年

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

事業参加薬局数 43,320 43,479 43,645 43,804 43,932 44,196 44,314 44,409 44,527 44,778 45,014 45,290

注）各月末の薬局数を示す。

図表Ⅱ－１－２　都道府県別事業参加薬局数

都道府県 事業参加薬局数 都道府県 事業参加薬局数 都道府県 事業参加薬局数

北 海 道 1,792 石 川 県 506 岡 山 県 574

青 森 県 431 福 井 県 218 広 島 県 978

岩 手 県 418 山 梨 県 304 山 口 県 738

宮 城 県 880 長 野 県 777 徳 島 県 261

秋 田 県 341 岐 阜 県 695 香 川 県 408

山 形 県 426 静 岡 県 1,451 愛 媛 県 409

福 島 県 644 愛 知 県 2,470 高 知 県 292

茨 城 県 993 三 重 県 693 福 岡 県 2,048

栃 木 県 727 滋 賀 県 532 佐 賀 県 376

群 馬 県 670 京 都 府 904 長 崎 県 508

埼 玉 県 2,228 大 阪 府 3,671 熊 本 県 539

千 葉 県 1,822 兵 庫 県 2,243 大 分 県 351

東 京 都 5,097 奈 良 県 506 宮 崎 県 370

神 奈 川 県 3,040 和 歌 山 県 349 鹿 児 島 県 581

新 潟 県 919 鳥 取 県 186 沖 縄 県 225

富 山 県 449 島 根 県 250 合 計 45,290

注）2022 年 12月 31日現在の薬局数を示す。
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４

Ⅱ　集計報告
２　報告件数

２　報告件数
報告件数は以下の通りである。

図表Ⅱ－２－１　月別報告件数
2022 年

合計
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

報告件数
7,805 7,603 9,734 8,743 9,267 11,598 7,273 7,238 8,759 12,845 13,361 16,021

120,247
54,750 65,497

図表Ⅱ－２－２　都道府県別報告件数

都道府県
報告件数

都道府県
報告件数

都道府県
報告件数

2022 年 1 月～ 12 月 2022 年 1 月～ 12 月 2022 年 1 月～ 12 月
北 海 道 4,315 石 川 県 988 岡 山 県 1,227

青 森 県 597 福 井 県 396 広 島 県 3,383

岩 手 県 1,474 山 梨 県 618 山 口 県 1,650

宮 城 県 2,483 長 野 県 2,267 徳 島 県 507

秋 田 県 1,017 岐 阜 県 1,391 香 川 県 1,284

山 形 県 1,134 静 岡 県 3,437 愛 媛 県 845

福 島 県 1,470 愛 知 県 4,318 高 知 県 534

茨 城 県 3,600 三 重 県 1,572 福 岡 県 3,950

栃 木 県 1,778 滋 賀 県 1,544 佐 賀 県 739

群 馬 県 1,469 京 都 府 3,236 長 崎 県 926

埼 玉 県 6,736 大 阪 府 11,806 熊 本 県 927

千 葉 県 4,857 兵 庫 県 7,827 大 分 県 883

東 京 都 16,324 奈 良 県 1,065 宮 崎 県 602

神 奈 川 県 8,385 和 歌 山 県 981 鹿 児 島 県 1,171

新 潟 県 1,904 鳥 取 県 447 沖 縄 県 487

富 山 県 1,136 島 根 県 560 合 計 120,247

図表Ⅱ－２－３　報告件数別事業参加薬局数
報告件数

事業参加薬局数
2022 年 1 月～ 12 月

0 15,189

1 ～　5 25,088

6 ～ 10 2,870

11 ～ 20 1,816

21 ～ 30 297

31 ～ 40 111

41 ～ 50 61

51 以上 107

合　計 45,539

注）2022 年 1月～ 12月に事業に参加していた薬局数を示す。
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Ⅱ　集計報告
３　報告内容

３　報告内容
2022 年 1 月 1 日～ 12 月 31 日に報告された事例 120,247 件について、各項目の集計を行った 

結果は以下の通りである。

【１】基本情報

図表Ⅱ－３－１　発生月

発生月 件 数

１月 8,858

２月 8,400

３月 9,966

４月 10,856

５月 10,647

６月 11,343

７月 9,073

８月 9,021

９月 10,241

１０月 11,554

１１月 10,819

１２月 9,469

合　計 120,247

図表Ⅱ－３－２　発生曜日

発生曜日 件 数

日曜日 954

月曜日 22,643

火曜日 22,886

水曜日 20,518

木曜日 17,954

金曜日 22,596

土曜日 12,696

合　計 120,247
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Ⅱ　集計報告
３　報告内容

図表Ⅱ－３－３　発生時間帯

発生時間帯 件 数

0：00 ～　1：59 52

2：00 ～　3：59 118

4：00 ～　5：59 47

6：00 ～　7：59 27

8：00 ～　9：59 8,980

10：00 ～ 11：59 43,361

12：00 ～ 13：59 21,469

14：00 ～ 15：59 18,238

16：00 ～ 17：59 20,496

18：00 ～ 19：59 6,099

20：00 ～ 21：59 268

22：00 ～ 23：59 28

不明 1,064

合　計 120,247

図表Ⅱ－３－４　発生曜日×発生時間帯

発生時間帯
発生曜日

合計
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

0：00 ～　1：59 0 9 9 6 9 8 11 52

2：00 ～　3：59 0 25 36 15 13 18 11 118

4：00 ～　5：59 1 6 12 11 7 8 2 47

6：00 ～　7：59 2 7 8 1 2 3 4 27

8：00 ～　9：59 101 1,601 1,551 1,377 1,264 1,608 1,478 8,980

10：00 ～ 11：59 377 8,023 7,873 7,017 6,317 7,325 6,429 43,361

12：00 ～ 13：59 189 3,935 3,957 3,706 3,254 3,683 2,745 21,469

14：00 ～ 15：59 136 3,366 3,751 3,399 3,116 3,471 999 18,238

16：00 ～ 17：59 107 4,122 4,219 3,665 2,937 4,704 742 20,496

18：00 ～ 19：59 26 1,304 1,201 1,081 837 1,482 168 6,099

20：00 ～ 21：59 5 56 37 46 45 69 10 268

22：00 ～ 23：59 0 5 4 6 4 7 2 28

不明 10 184 228 188 149 210 95 1,064

合　　計 954 22,643 22,886 20,518 17,954 22,596 12,696 120,247
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図表Ⅱ－３－５　事例の区分

事例の区分 件数

調剤に関するヒヤリ・ハット事例 20,255

疑義照会や処方医への情報提供に関する事例 99,814

特定保険医療材料等に関する事例 92

一般用医薬品等の販売に関する事例 86

合　計 120,247

注）割合については小数点第 2位を四捨五入したものであり、
　　合計が 100.0 にならないことがある。

調剤に関する
ヒヤリ・ハット事例

20,255
16.8%

疑義照会や処方医への
情報提供に関する事例

99,814
83.0%

特定保険医療材料等に
関する事例

92
0.1%

一般用医薬品等の
販売に関する事例

86
0.1%

図表Ⅱ－３－６　患者の年齢

患者の年齢 件数

0 ～　10 歳 12,030

11 ～　20 歳 4,231

21 ～　30 歳 4,417

31 ～　40 歳 6,238

41 ～　50 歳 8,846

51 ～　60 歳 11,914

61 ～　70 歳 15,748

71 ～　80 歳 28,514

81 ～　90 歳 22,704

91 ～ 100 歳 4,513

101 歳以上 106

複数人 900

合　計 120,161

注）調剤に関するヒヤリ・ハット事例、疑義照会や処方医への情報提供に関する事例、
　　特定保険医療材料等に関する事例の合計を集計した。

図表Ⅱ－３－７　患者の性別

患者の性別 件数

一人
男性 54,439

女性 64,822

複数人 900

合　計 120,161

注）調剤に関するヒヤリ・ハット事例、疑義照会や処方医への情報提供に関する事例、
　　特定保険医療材料等に関する事例の合計を集計した。
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【２】調剤に関するヒヤリ・ハット事例

図表Ⅱ－３－８　患者の来局状況①

患者の来局状況① 件数

一人

初めて 1,473

久しぶりに利用 1,843

平素から利用 16,636

複数人 303

合　計 20,255

図表Ⅱ－３－９　患者の来局状況②

患者の来局状況② 件数

一人

当薬局のみ利用 11,492

複数の薬局を利用
当薬局が主 5,825

他薬局が主 2,635

複数人 303

合　計 20,255

図表Ⅱ－３－１０　当事者職種

当事者職種 件数

薬剤師

調製者 9,446

鑑査者 7,273

交付者 4,985

その他 415

事務員 3,270

その他の職種 350

合　計 25,739

注）当事者は複数回答が可能である。
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図表Ⅱ－３－１１　当事者職種経験年数

当事者職種
経験年数 件数 当事者職種

経験年数 件数 当事者職種
経験年数 件数

0 年 272 14 年 351 28 年 298

1 年 1,367 15 年 1,557 29 年 95

2 年 1,134 16 年 352 30 年 1,300

3 年 1,310 17 年 442 31 年 87

4 年 921 18 年 612 32 年 163

5 年 1,511 19 年 265 33 年 93

6 年 809 20 年 2,747 34 年 91

7 年 699 21 年 227 35 年 356

8 年 680 22 年 498 36 年 82

9 年 424 23 年 380 37 年 68

10 年 2,134 24 年 247 38 年 92

11 年 341 25 年 1,284 39 年 58

12 年 518 26 年 320 40 年以上 797

13 年 526 27 年 231 合　計 25,739

注）当事者は複数回答が可能である。

図表Ⅱ－３－１２　発見者

発見者 件数

当事者 6,515

当事者以外

当該薬局の薬剤師 7,097

当該薬局の事務員 1,306

他施設の医療従事者 865

患者本人 3,364

家族・付き添い 900

他患者 12

その他 196

合　計 20,255

図表Ⅱ－３－１３　発見場面と患者への影響

発見場面 患者への影響 件数

交付前に発見した － 9,360

交付後に発見した

軽微な治療 254

影響なし 10,045

不明 596

合　計 20,255
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図表Ⅱ－３－１４　事例の内容

事例の内容 件数

薬剤の調製前 レセコンの入力間違い 1,876

調製および鑑査

薬剤取り違え
異なる成分 2,542

同成分 2,279

規格・剤形間違い 3,178

計数間違い 2,856

秤量または分割の間違い 380

一包化調剤における間違い 837

分包紙の情報間違い 170

異物の混入 78

期限切れ 69

調製忘れ 244

その他 2,965

交付

患者間違い 177

説明間違い 96

説明不足 259

薬袋の記載間違い 311

お薬手帳・薬情の記載不備・間違い 201

交付忘れ 314

その他 925

交付後（在宅業務等）

カレンダー等のセット間違い 112

服薬後の患者状況の確認不足・漏れ 99

その他 287

合　計 20,255
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図表Ⅱ－３－１５　発生要因

発生要因 件数

当事者の行動に関する要因

判断誤り 10,058

手順不遵守 2,997

スタッフ間のコミュニケーション不足・齟齬 964

患者とのコミュニケーション不足・齟齬 1,373

その他 1,403

当事者の背景的な要因

知識不足 2,820

技術・手技が未熟 831

慣れ・慢心 8,707

焦り・慌て 6,096

疲労・体調不良・身体的不調 1,014

心配ごと等心理的状態 240

その他 966

薬剤・機器・設備に関する要因

医薬品の名称類似 4,036

医薬品や包装の外観類似 1,708

医薬品包装表示・添付文書の要因 197

処方箋やその記載のされ方の要因 1,300

コンピューターシステムの使いにくさ・不具合 510

調剤設備・調剤機器の使いにくさ・不具合 268

薬剤服用歴などの記録の不備 376

調剤室の環境的な要因 491

調剤室以外の環境的な要因 278

その他 1,275

発生時の状況等に関する要因

繁忙であった 9,292

標榜する営業時間外であった 220

普段とは異なる業務状況だった 1,235

その他 1,233

薬局内の管理的な問題

教育訓練のなされ方 1,501

設備機器等の管理 417

薬局内のルールや管理の体制・仕方 3,718

薬局内の風土・雰囲気 485

その他 1,044

患者や家族の要因

患者や家族の不注意 553

患者や家族の理解力・誤解 1,074

患者や家族のコンプライアンス・協力態度 415

その他 1,679

合　計 70,774

注）「発生要因」は複数回答が可能である。
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【３】疑義照会や処方医への情報提供に関する事例

（１）共通項目

図表Ⅱ－３－１６　患者の来局状況①

患者の来局状況① 件数

一人

初めて 12,503

久しぶりに利用 14,137

平素から利用 72,578

複数人 596

合　計 99,814

図表Ⅱ－３－１７　患者の来局状況②

患者の来局状況② 件数

一人

当薬局のみ利用 45,467

複数の薬局を利用
当薬局が主 30,149

他薬局が主 23,602

複数人 596

合　計 99,814

図表Ⅱ－３－１８　発見者職種

発見者職種 件数

薬剤師

調製者 32,679

鑑査者 43,481

交付者 21,430

その他 1,179

事務員 937

その他の職種 108

合　計 99,814
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図表Ⅱ－３－１９　発見者職種経験年数

発見者職種
経験年数 件数 発見者職種

経験年数 件数 発見者職種
経験年数 件数

0 年 180 14 年 2,477 28 年 889

1 年 2,656 15 年 5,657 29 年 406

2 年 3,997 16 年 2,205 30 年 3,077

3 年 5,268 17 年 2,212 31 年 377

4 年 4,885 18 年 2,647 32 年 421

5 年 5,591 19 年 1,604 33 年 482

6 年 4,484 20 年 8,665 34 年 333

7 年 3,904 21 年 1,203 35 年 971

8 年 3,537 22 年 2,135 36 年 338

9 年 2,848 23 年 1,849 37 年 247

10 年 6,913 24 年 1,289 38 年 385

11 年 1,760 25 年 4,357 39 年 115

12 年 2,359 26 年 1,320 40 年以上 1,551

13 年 3,223 27 年 997 合　計 99,814

図表Ⅱ－３－２０　発生要因

発生要因 件数

推定される医療機関側の要因

患者とのコミュニケーション不足・齟齬 34,013

カルテ記載の不備 12,871

コンピューターシステムの使いにくさ・不具合 3,942

連携不足 7,514

知識不足 13,491

判断誤り 8,626

処方内容の確認不足 36,792

その他 7,120

その他

医薬品の名称類似 3,264

患者や家族の要因 4,806

その他 2,599

合　計 135,038

注）「発生要因」は複数回答が可能である。

図表Ⅱ－３－２１　疑義照会や処方医への情報提供

疑義照会や処方医への情報提供 件数

行った 99,156

行ったが、当薬局の問い合わせた内容に誤りがあった 268

行うべきところ行わなかった 390

合　計 99,814



- 21 -

Ⅱ

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　2022年年報

２

３

報
告
内
容

１

４

Ⅱ　集計報告
３　報告内容

（２）疑義照会や処方医への情報提供を行った事例／行ったが当薬局の問い合わせた
　　内容に誤りがあった事例

図表Ⅱ－３－２２　発見場面

発見場面 件数

処方監査 61,440

調製～交付 35,380

交付後（経過観察中や在宅患者への訪問時も含む） 2,604

合　計 99,424

図表Ⅱ－３－２３　事例の内容

事例の内容 件数

投与量 24,407

投与日数 2,456

薬剤名 4,596

用法 8,413

同成分の重複 9,428

同効薬の重複 14,305

相互作用 5,824

配合変化 371

アレルギー・患者の体質 2,317

病態禁忌 6,891

副作用歴 6,150

副作用の発現 2,301

患者の体調変化 1,113

患者の服薬状況（服薬能力） 1,366

患者の生活状況 561

処方漏れ 2,700

残薬の調整 699

ポリファーマシー 124

漫然とした長期投与 231

記載事項の不備 527

その他 4,644

合　計 99,424
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図表Ⅱ－３－２４　結果

結果 件数

薬剤減量（１回量または１日量） 16,326

薬剤増量（１回量または１日量） 7,620

薬剤変更（他成分への変更） 23,165

薬剤追加 3,358

薬剤削除 28,832

用法変更 8,478

日数変更（全量も含む） 2,899

剤形変更 2,127

調剤方法の変更（粉砕・一包化等） 345

服薬中止 2,282

変更なし 1,980

その他 2,012

合　計 99,424

図表Ⅱ－３－２５　仮に変更前の処方通りに服用した場合の患者への影響

仮に変更前の処方通りに服用した場合の患者への影響 件数

患者に健康被害が生じたと推測される 63,352

適正な治療効果を得られなかったと推測される 26,245

患者に影響はなかったと推測される 9,827

合　計 99,424

図表Ⅱ－３－２６　判断した理由

判断した理由 件数

当該処方箋のみで判断 28,017

処方箋とその他の情報で判断※

薬局で管理している情報（薬剤服用歴） 32,998

お薬手帳 25,123

患者の現疾患、副作用歴等 9,293

処方箋に記載された検査値 1,217

患者が持参した検査値 1,562

医療機関から収集した情報 1,728

患者・家族から聴取した情報 28,897

情報提供書 471

他職種からの情報 647

その他 1,663

合　計 131,616

※判断した理由の「処方箋とその他の情報で判断」は複数回答が可能である。
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図表Ⅱ－３－２７　情報提供の手段

情報提供の手段 件数

電話 88,896

FAX 7,656

服薬情報提供書 1,586

ICT 90

その他 1,196

合　計 99,424

（３）疑義照会や処方医への情報提供を行うべきところ行わなかった事例

図表Ⅱ－３－２８　疑義照会や処方医への情報提供をすべきであった内容

疑義照会や処方医への情報提供を
すべきであった内容 件数

投与量 51

投与日数 7

薬剤名 17

用法 31

同成分の重複 34

同効薬の重複 60

相互作用 51

配合変化 1

アレルギー・患者の体質 13

病態禁忌 41

副作用歴 6

副作用の発現 25

患者の体調変化 7

患者の服薬状況（服薬能力） 4

患者の生活状況 2

処方漏れ 5

残薬の調整 1

ポリファーマシー 0

漫然とした長期投与 0

記載事項の不備 3

その他 31

合　計 390
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図表Ⅱ－３－２９　処方通りに服用した患者への影響

処方通りに服用した患者への影響 件数

患者に健康被害があった 103

適正な治療効果を得られなかった 53

患者に影響はなかった 234

合　計 390

図表Ⅱ－３－３０　判明したきっかけ

判明したきっかけ 件数

患者からの連絡 61

医療機関からの情報提供 48

薬局での発見 248

その他 33

合　計 390

【４】特定保険医療材料等に関する事例

（１）共通項目

図表Ⅱ－３－３１　患者の来局状況①

患者の来局状況① 件数

一人

初めて 6

久しぶりに利用 5

平素から利用 80

複数人 1

合　計 92

図表Ⅱ－３－３２　患者の来局状況②

患者の来局状況② 件数

一人

当薬局のみ利用 58

複数の薬局を利用
当薬局が主 27

他薬局が主 6

複数人 1

合　計 92
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図表Ⅱ－３－３３　発生要因

発生要因 件数

当事者の行動に関する要因

判断誤り 47

手順不遵守 13

スタッフ間のコミュニケーション不足・齟齬 2

患者とのコミュニケーション不足・齟齬 11

その他 1

当事者の背景的な要因

知識不足 29

技術・手技が未熟 0

慣れ・慢心 28

焦り・慌て 21

疲労・体調不良・身体的不調 4

心配ごと等心理的状態 1

その他 5

薬剤・機器・設備に関する要因

医薬品の名称類似 32

医薬品や包装の外観類似 13

医薬品包装表示・添付文書の要因 2

処方箋やその記載のされ方の要因 11

コンピューターシステムの使いにくさ・不具合 3

調剤設備・調剤機器の使いにくさ・不具合 3

薬剤服用歴などの記録の不備 0

調剤室の環境的な要因 1

調剤室以外の環境的な要因 0

その他 4

発生時の状況等に関する要因

繁忙であった 30

標榜する営業時間外であった 2

普段とは異なる業務状況だった 6

その他 5

薬局内の管理的な問題

教育訓練のなされ方 12

設備機器等の管理 9

薬局内のルールや管理の体制・仕方 8

薬局内の風土・雰囲気 1

その他 4

患者や家族の要因

患者や家族の不注意 0

患者や家族の理解力・誤解 11

患者や家族のコンプライアンス・協力態度 4

その他 4

合　計 327

注）「発生要因」は複数回答が可能である。
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２

３

報
告
内
容

４

１

Ⅱ　集計報告
３　報告内容

図表Ⅱ－３－３４　事例の分類

事例の分類 件数

調剤に関するヒヤリ・ハット事例 69

疑義照会や処方医への情報提供に関する事例 23

合　計 92

（２）特定保険医療材料等の調剤に関するヒヤリ・ハット事例

図表Ⅱ－３－３５　当事者職種

当事者職種 件数

薬剤師

調製者 35

鑑査者 27

交付者 19

その他 2

事務員 11

その他の職種 1

合　計 95

注）当事者は複数回答が可能である。

図表Ⅱ－３－３６　当事者職種経験年数

当事者職種
経験年数 件数 当事者職種

経験年数 件数 当事者職種
経験年数 件数

0 年 0 14 年 1 28 年 0

1 年 3 15 年 8 29 年 0

2 年 1 16 年 2 30 年 6

3 年 2 17 年 0 31 年 1

4 年 1 18 年 1 32 年 0

5 年 7 19 年 0 33 年 0

6 年 2 20 年 9 34 年 1

7 年 3 21 年 2 35 年 1

8 年 6 22 年 4 36 年 0

9 年 0 23 年 0 37 年 0

10 年 7 24 年 3 38 年 1

11 年 0 25 年 10 39 年 0

12 年 1 26 年 5 40 年以上 2

13 年 3 27 年 2 合　計 95

注）当事者は複数回答が可能である。
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１

４

Ⅱ　集計報告
３　報告内容

図表Ⅱ－３－３７　発見者

発見者 件数

当事者 22

当事者以外

当該薬局の薬剤師 26

当該薬局の事務員 6

他施設の医療従事者 0

患者本人 8

家族・付き添い 5

他患者 0

その他 2

合　計 69

図表Ⅱ－３－３８　発見場面と患者への影響

発見場面 患者への影響 件数

交付前に発見した － 21

交付後に発見した
あり 2

なし 46

合　計 69

図表Ⅱ－３－３９　事例の内容

事例の内容 件数

材料の取り違え 39

規格間違い 8

数量間違い 10

期限切れ 0

調剤忘れ 2

患者間違い 0

説明間違い・不足 1

交付忘れ 5

その他 4

合　計 69
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４

１

Ⅱ　集計報告
３　報告内容

（３）特定保険医療材料等の疑義照会や処方医への情報提供に関する事例

図表Ⅱ－３－４０　発見者職種

発見者職種 件数

薬剤師

調製者 13

鑑査者 5

交付者 4

その他 1

事務員 0

その他の職種 0

合　計 23

図表Ⅱ－３－４１　発見者職種経験年数

発見者職種
経験年数 件数 発見者職種

経験年数 件数 発見者職種
経験年数 件数

0 年 0 14 年 1 28 年 1

1 年 0 15 年 1 29 年 0

2 年 1 16 年 0 30 年 0

3 年 1 17 年 2 31 年 1

4 年 1 18 年 2 32 年 1

5 年 0 19 年 0 33 年 0

6 年 1 20 年 3 34 年 0

7 年 1 21 年 0 35 年 0

8 年 0 22 年 1 36 年 0

9 年 1 23 年 0 37 年 0

10 年 1 24 年 0 38 年 0

11 年 0 25 年 0 39 年 0

12 年 0 26 年 0 40 年以上 2

13 年 0 27 年 1 合　計 23

図表Ⅱ－３－４２　発見場面と患者への影響

発見場面 患者への影響 件数

交付前に発見した － 21

交付後に発見した
あり 1

なし 1

合　計 23
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２

３
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内
容

１

４

Ⅱ　集計報告
３　報告内容

図表Ⅱ－３－４３　問合わせ結果

問合わせ結果 件数

変更 6

追加 7

削除 3

その他 7

合　計 23

【５】一般用医薬品等の販売に関する事例

図表Ⅱ－３－４４　使用者の年齢

使用者の年齢 件数

0 ～　10 歳 3

11 ～　20 歳 5

21 ～　30 歳 4

31 ～　40 歳 6

41 ～　50 歳 10

51 ～　60 歳 8

61 ～　70 歳 15

71 ～　80 歳 18

81 ～　90 歳 16

91 ～ 100 歳 1

101 歳以上 0

合　計 86

図表Ⅱ－３－４５　使用者の性別

使用者の性別 件数

男性 39

女性 47

合　計 86

図表Ⅱ－３－４６　来局者

来局者 件数

使用者 61

代理人 25

合　計 86
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２

３

報
告
内
容

４

１

Ⅱ　集計報告
３　報告内容

図表Ⅱ－３－４７　当事者職種

当事者職種 件数

薬剤師 85

登録販売者 1

事務員・販売者 3

その他の職種 0

合　計 89

注）当事者は複数回答が可能である。

図表Ⅱ－３－４８　当事者職種経験年数

当事者職種
経験年数 件数 当事者職種

経験年数 件数 当事者職種
経験年数 件数

0 年 0 14 年 4 28 年 0

1 年 2 15 年 5 29 年 1

2 年 3 16 年 2 30 年 6

3 年 5 17 年 1 31 年 1

4 年 4 18 年 0 32 年 1

5 年 5 19 年 2 33 年 0

6 年 2 20 年 6 34 年 1

7 年 0 21 年 2 35 年 2

8 年 3 22 年 2 36 年 0

9 年 2 23 年 1 37 年 0

10 年 6 24 年 1 38 年 1

11 年 1 25 年 5 39 年 0

12 年 3 26 年 3 40 年以上 1

13 年 3 27 年 2 合　計 89

注）当事者は複数回答が可能である。

図表Ⅱ－３－４９　発見者

発見者 件数

当事者 58

当事者以外

当該薬局の薬剤師 18

当該薬局の登録販売者 2

当該薬局の事務員・販売者 0

使用者 4

家族・付き添い 2

その他 2

合　計 86
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内
容

１

４

Ⅱ　集計報告
３　報告内容

図表Ⅱ－３－５０　事例の内容

事例の内容 件数

不適切な販売の回避

医療用医薬品との重複 20

64

医療用医薬品との相互作用 9

現病歴・既往歴 18

アレルギー・患者の体質 2

受診勧奨 6

その他 9

不適切な販売

不適切な医薬品の選択 10

22

医薬品の取り違え 0

説明間違い・不足 3

期限切れ 2

その他 7

合　計 86

図表Ⅱ－３－５１　販売を中止すると判断した理由

判断した理由 件数

使用者・代理人から聴取した情報 31

薬局で管理している情報（薬剤服用歴等） 22

お薬手帳 8

その他 3

合　計 64

注）事例の内容で「不適切な販売の回避」を選択した事例を集計した。
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２

３

報
告
内
容

４

１

Ⅱ　集計報告
３　報告内容

図表Ⅱ－３－５２　発生要因

発生要因 件数

当事者の行動に関する要因

判断誤り 14

手順不遵守 1

スタッフ間のコミュニケーション不足・齟齬 0

患者とのコミュニケーション不足・齟齬 18

その他 7

当事者の背景的な要因

知識不足 16

技術・手技が未熟 1

慣れ・慢心 9

焦り・慌て 2

疲労・体調不良・身体的不調 1

心配ごと等心理的状態 0

その他 7

薬剤・機器・設備に関する要因

医薬品の名称類似 1

医薬品や包装の外観類似 2

医薬品包装表示・添付文書の要因 2

処方箋やその記載のされ方の要因 1

コンピューターシステムの使いにくさ・不具合 1

調剤設備・調剤機器の使いにくさ・不具合 0

薬剤服用歴などの記録の不備 1

調剤室の環境的な要因 0

調剤室以外の環境的な要因 1

その他 10

発生時の状況等に関する要因

繁忙であった 8

標榜する営業時間外であった 2

普段とは異なる業務状況だった 7

その他 9

薬局内の管理的な問題

教育訓練のなされ方 2

設備機器等の管理 0

薬局内のルールや管理の体制・仕方 7

薬局内の風土・雰囲気 0

その他 12

患者や家族の要因

患者や家族の不注意 12

患者や家族の理解力・誤解 55

患者や家族のコンプライアンス・協力態度 3

その他 6

合　計 218

注）「発生要因」は複数回答が可能である。
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３
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売
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に
関
す
る
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計

１

４

Ⅱ　集計報告
４　販売名に関する集計

４　販売名に関する集計
2022年1月1日～ 12月31日に報告された事例120,247件について、新規収載医薬品、特定保険医療

材料等、一般用医薬品等の販売名の集計を行った結果は以下の通りである。

【１】新規収載医薬品

図表Ⅱ－４－１　新規収載医薬品　　　　　　　　　（報告回数上位）

販売名 件数

ラゲブリオカプセル200mg 63

モイゼルト軟膏0.3%/1％ 48

エフメノカプセル100mg 34

テリルジー 100エリプタ14吸入用/100 エリプタ30吸入用/
200 エリプタ14吸入用/200エリプタ 30 吸入用

25

ツイミーグ錠500mg 22

レイボー錠50mg/100mg 21

ケレンディア錠10mg/20mg 20

リベルサス錠3mg/7mg/14mg 15

エドルミズ錠50mg 14

ベリキューボ錠2.5mg/5mg/10mg 12

注1）本事業における「新規収載医薬品」とは、報告された事例の発生月において

　　　薬価収載1 年未満の新医薬品（医療用医薬品）とする。

注2）調剤に関するヒヤリ・ハット事例と疑義照会や処方医への情報提供に関する

　　　事例に報告された新規収載医薬品を示す。

注3）2023年7月時点で販売されている規格全てを記載した。
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Ⅱ　集計報告
４　販売名に関する集計

【２】特定保険医療材料等

図表Ⅱ－４－２　特定保険医療材料等

販売名 件数

BDマイクロファイン 77

ナノパスニードルII 25

ペンニードル 21

ハイドロサイト 11

アキュフューザー 2

サフィード吸引カテーテル 2

フォーリーカテーテル 2

べセルフューザー 2

デュオアクティブ 1

テルフュージョン定量輸液セットA 1

テルフュージョンポンプ用チューブセット 1

メディセーフファインタッチディスポ 1

メディセーフフィット 1



- 35 -

Ⅱ

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　2022年年報

２

３

販
売
名
に
関
す
る
集
計

１

４

Ⅱ　集計報告
４　販売名に関する集計

【３】一般用医薬品等

図表Ⅱ－４－３　一般用医薬品等　　　　（報告回数上位）

販売名 件数

医薬品

ロキソニンS/Sプレミアム 15

ガスター 10/10S錠 4

酸化マグネシウムE便秘薬 3

バファリンA 3

パブロンエースPro/ゴールドA/鼻炎カプセルSα 3

HEALGEN COVID-19抗原迅速テスト（一般用） 3

タイレノールA 2

ベルフェミン 2

レスタミンコーワ糖衣錠 2

医療用医薬品と相互作用のある食品

イチョウ葉エキス※ 2

※販売名が特定できないものがあるため、総称として「イチョウ葉エキス」と記載した。

図表Ⅱ－４－４　分類

分類 件数

要指導医薬品 5

第一類医薬品 28

指定第二類医薬品 19

第二類医薬品 20

第三類医薬品 4

薬局製造販売医薬品 0

医療用医薬品と相互作用のある食品 6

その他 4

合　計 86
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Ⅲ　分析の現況
１　概況

Ⅲ

１

２
概
況

１　概況

【１】分析対象とする情報
報告書対象期間内に報告された事例のうち、それぞれの分析テーマに関連する情報を有している

事例を抽出し、分析対象とした。

【２】分析体制
薬局業務に精通し、医療安全に関わっている薬剤師等で構成される専門分析班会議を開催し、 

分析テーマや共有すべき事例の内容について検討している。その後、当事業部で分析内容を取り 

まとめ、総合評価部会の審議を経て公表を行っている。

【３】会議の開催状況
医療事故防止事業の運営委員会、本事業の総合評価部会および専門分析班会議の 2022年の開催 

状況を示す。なお、運営委員会の委員は資料2（74頁）、総合評価部会の委員は資料3（75頁）、 

専門分析班の委員は資料4（76頁）の通りである。

（１）運営委員会
運営委員会の2022年1月1日から12月31日までの開催状況を示す。

図表Ⅲ－１－１　運営委員会の開催状況

開催月 事業 議題

第38回 3月

医療事故防止事業運営委員会規則の一部修正

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業
・事業の現況
・2022年度事業計画（案）【一般公募】

医療事故情報収集等事業
・事業の現況
・2022年度　事業計画（案）
・2022年度　予算（案）

歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業
・2022年度　事業計画（案）
・2022年度　予算（案）

第39回 5月

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業
・事業の現況
・2021年度　実績報告（案）

医療事故情報収集等事業
・事業の現況
・2021年度　実績報告（案）

歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業
・事業の現況
・2021年度　実績報告（案）
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Ⅲ　分析の現況
１　概況

Ⅲ

１

２
概
況

（２）総合評価部会
総合評価部会の2022年1月1日から12月31日までの開催状況を示す。

図表Ⅲ－１－２　総合評価部会の開催状況

開催月 議題

第29回 2月
・事業参加薬局数および事例報告件数
・2021年度第1回研修会の開催概要およびアンケート結果
・第26回報告書（案）

第30回 8月

・事業参加薬局数および事例報告件数
・2021年度第2回研修会の開催概要およびアンケート結果
・2022年度研修会の概要
・2021年年報（案）
・第27回報告書（案）

（３）専門分析班会議
専門分析班会議の2022年1月1日から12月31日までの開催状況を示す。

図表Ⅲ－１－３　専門分析班会議の開催状況

開催月 検討内容

5月
・第27回報告書の分析テーマ（案）
・共有すべき事例の候補事例検討
・医療事故情報収集等事業に報告された事例の検討

11月
・第28回報告書の分析テーマ（案）
・共有すべき事例の候補事例検討
・医療事故情報収集等事業に報告された事例の検討
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１　概況

Ⅲ

１

２
概
況

【４】研修会の開催状況
本事業参加薬局および医療事故情報収集等事業参加医療機関を対象に、両事業の現況を知ってい

ただくとともに、報告の質を高めるため、研修会を開催した。

（１）2022年度研修会「医療機関と保険薬局の連携から考える医療安全への取り組み」
　　　（医療事故情報収集等事業/薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　合同開催）
１）開催日：2023年3月5日（日）

２）形　式：Web

３）対象者：本事業参加薬局の職員

医療事故情報収集等事業参加医療機関の職員

４）内　容

①医療事故情報収集等事業と薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の現状と課題

②医療安全に関する医療機関内や地域における取り組み、医療機関から薬局に望むこと

③病診薬連携と患者安全 ～価値ある情報共有を行うために～

④薬局ヒヤリ・ハット報告事例から見える薬薬協働・連携の課題

　～薬剤安全のために望まれる情報共有・連携とは～

５）参加者数

544名が参加した。

６）その他

研修会の開催概要および参加者へのアンケート結果は、資料1（70 ～ 73頁）の通りである。
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２　分析テーマ

【１】分析テーマの選定
本事業は、医療安全推進に資する情報提供を行うため報告された情報をもとにテーマを設定し、

そのテーマに関連する事例をまとめて分析・検討を行っている。これらのテーマは、本事業の専門

分析班、総合評価部会において検討され、承認されたものである。

【２】分析テーマの概要
2022年に公表した第27回報告書、第28回報告書で取り上げた分析テーマを図表Ⅲ－2－1に示

す。

次頁より分析テーマの概要と「事例から学ぶ」を示す。分析テーマの詳細は各報告書に掲載して

いる。

図表Ⅲ－２－１　分析テーマ一覧

掲載報告書 分析テーマ

第27回報告書
【１】併用禁忌に関する事例

【２】退院後の薬剤の継続に関する事例

第28回報告書
【１】糖尿病治療剤の注射薬に関する事例

【２】内服薬の処方漏れに関する事例
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（１）第 27回報告書
１）併用禁忌に関する事例

薬物相互作用が起こる可能性のある薬剤を併用することにより、作用が増強あるいは減弱

し、患者に健康被害が生じたり、適正な治療効果を得られなかったりすることがある。特に、

併用禁忌に該当する薬剤が処方され、患者が服用すると、重大な影響を及ぼすことがあるため、

薬剤師による処方監査は重要である。本事業には、併用禁忌に該当する薬剤が処方されたため、

疑義照会や処方医への情報提供を行った事例が数多く報告されている。そこで、第27回報告書

では併用禁忌に関する疑義照会や処方医への情報提供を行った事例を取り上げ、分析を行った。

本テーマでは、対象事例351件について、発見場面、処方された状況、報告された薬剤、 

薬剤の組み合わせなどを整理し、主な事例の内容、薬局での取り組みを示した。また、併用

禁忌の薬剤が処方されていることに気付かず疑義照会や処方医への情報提供を行わなかった

事例や、医療事故情報収集等事業に報告された事例を紹介した。

併用禁忌の薬剤が処方された状況として、それぞれの薬剤が異なる医療機関から処方され

た事例が多かった。患者が処方箋を持参した際は、まず、他の医療機関への受診の有無を確

認する必要がある。複数の医療機関を受診している場合は特に、お薬手帳や、薬局で管理し

ている薬剤服用歴を活用して服用薬を把握し、新たに処方された薬剤が併用禁忌に該当しな

いか確認する必要がある。その際は、電子薬歴の処方監査システム等を活用するなど、薬剤

の併用禁忌を見逃さないための対策を行うことが望ましい。

本分析の対象事例において、有効成分にクラリスロマイシンを含む薬剤が最も多く報告

されていた。クラリスロマイシンは肝代謝酵素チトクロームP450（CYP）3A阻害作用を 

有することから、CYP3Aで代謝される薬剤と併用したとき、併用する薬剤の代謝が阻害され 

血中濃度が上昇する可能性がある。CYP3Aで代謝される薬剤は数多く存在しており、クラリ

スロマイシンの添付文書には併用禁忌や併用注意の薬剤が多数記載されている。多くの薬剤

の代謝に関与する酵素に影響を与える薬剤は様々な薬剤と相互作用を起こす可能性がある。 

このような薬剤が処方された際に併用薬との相互作用に関して検討できるように、薬剤の 

薬理作用や体内動態などに関する知識を深めておく必要がある。また、タダラフィル錠やミニ

リンメルトOD錠など、規格により効能・効果や併用禁忌の有無が異なる薬剤に関する事例も 

当事業に複数報告されている。このような薬剤が処方された際に適切に疑義照会を行うために、 

定期的に勉強会を開催するなど薬剤に関する情報の共有を行うことが望ましい。

本分析で紹介した医療事故情報収集等事業に報告された事例のように、併用禁忌の薬剤

が処方された際に適切に疑義照会を行わなかった場合、患者に健康被害が生じたり、適正な

治療効果を得られなかったりするなどの不利益を及ぼす可能性がある。併用禁忌の薬剤の 

見落としを防ぐために、調剤時のお薬手帳や薬剤服用歴を用いた処方監査だけではなく、併用

薬に注意が必要な薬剤は薬剤棚にメモを貼る、併用禁忌の薬剤が入力された際に電子薬歴で 

アラートが表示されるように設定するなど、具体的な対策を行っておくことが大切である。 

また、情報通信技術を活用した情報共有の手段である医療情報連携ネットワークやマイナンバー

カードを利用した薬剤情報の共有などを利用することで、複数の医療機関で処方された薬剤

の把握が容易となり、併用禁忌に該当する薬剤が処方されても発見しやすくなるため、薬局

におけるこれらの技術の導入の推進が期待される。
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図表Ⅲ－２－２　報告された薬剤　　　　　　　　　　　　　　　　　（報告件数上位）

薬剤名 件数 成分名

クラリシッド錠/ドライシロップ小児用
クラリス錠
クラリスロマイシン錠/DS小児用

136
145 クラリスロマイシン

ボノサップパック※1 9

ベルソムラ錠 119 スボレキサント

ラツーダ錠 20 ルラシドン塩酸塩

アジレクト錠 19 ラサギリンメシル酸塩

アルダクトンA錠
スピロノラクトン錠

18 スピロノラクトン

オラビ錠口腔用
フロリードゲル経口用

17 ミコナゾール

シクロスポリンカプセル
ネオーラルカプセル

17 シクロスポリン

セララ錠 16 エプレレノン

デプロメール錠
フルボキサミンマレイン酸塩錠
ルボックス錠

15 フルボキサミンマレイン酸塩

トラマールOD錠
ワントラム錠

4

14 トラマドール塩酸塩トアラセット配合錠※2

トラマドール・アセトアミノフェン配合錠※2※3

トラムセット配合錠※2

10

エンレスト錠 13
サクビトリルバルサルタン
ナトリウム水和物

ザルティア錠
タダラフィル錠ZA/OD錠ZA/錠AD

12 タダラフィル

ミニリンメルトOD錠 12 デスモプレシン酢酸塩水和物

ロゼレム錠 11 ラメルテオン

ベタニス錠 10 ミラベグロン

注）薬剤名は規格、屋号を除いて記載した。
※1 有効成分のクラリスロマイシンが併用禁忌に該当する。
※2 有効成分のトラマドール塩酸塩が併用禁忌に該当する。
※3 報告された事例は一般名処方であったため一般的名称と剤形を記載した。
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薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　第２７回報告書

事例から学ぶ

◆当薬局を利用している70歳代の患者は、医療機関Aから処方されたボリコナゾール錠
50mg「DSEP」を服用していた。今回、医療機関Bからベルソムラ錠15mgが処方された。
調製者は、自社の監査システムに表示されたベルソムラ錠15mgとボリコナゾール錠
50mg「DSEP」の併用禁忌の警告を確認した。疑義照会を行った結果、ベルソムラ錠
15mgがロゼレム錠8mgへ変更になった。

➡この他にも事例が報告されています。

◆普段より当薬局を利用している患者に、泌尿器科からミニリンメルトOD錠50μgが初め
て処方された。お薬手帳や薬剤服用歴を確認したところ、患者はアゾセミド錠30mg
「JG」を服用していた。ミニリンメルトOD錠50μgとは併用禁忌であるため疑義照会を
行った結果、ミニリンメルトOD錠50μgが削除になった。

【薬剤削除】

【薬剤変更】

■事例の詳細
患者にクラリスロマイシン錠200mg「サワイ」が処方された。お薬手帳を確認した
ところ、他の医療機関から処方されたラツーダ錠80mgを服用していることが分かっ
た。両薬剤は併用禁忌であったため疑義照会を行った結果、クラリスロマイシン錠
200mg「サワイ」が削除になった。

■推定される要因
患者が医師に、服用している薬剤を伝えていなかった。

■薬局での取り組み
患者が服用している薬剤をお薬手帳などを用いて確認する。患者に、服用している
薬剤を医師や薬剤師に伝えるよう指導する。

【薬剤削除】

併用禁忌に関する事例
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◆以前からセララ錠を服用している患者にスピロノラクトン錠25mg「NP」が追加で処方
された。薬剤は全部で14剤処方されていた。電子薬歴には複数のアラートが表示されてい
たが、併用禁忌の表示を見落とした。薬剤を交付後、電子薬歴を再確認した際にセララ錠
とスピロノラクトン錠25mg「NP」が併用禁忌であることに気付いた。処方医に疑義照会
を行った結果、スピロノラクトン錠25mg「NP」がアゾセミド錠30mg「JG」に変更に
なった。患者宅を訪問して薬剤を回収し、変更後の薬剤を交付した。

【薬剤変更】

ポイント
●患者が処方箋を持参した際は、他の医療機関への受診していないか確認する。複数の
　医療機関を受診している場合は特に、お薬手帳や薬局で管理している薬剤服用歴を活用
　して服用薬を把握し、新たに処方された薬剤が併用禁忌に該当しないか確認する必要
　がある。その際は、電子薬歴の処方監査システムを用いるなど、薬剤の併用禁忌を
　見逃さないための対策を行うことが望ましい。
●本事業には、薬剤交付後に薬剤服用歴を確認したことで併用禁忌の見落としに気付いた
　事例も報告されている。処方監査を適切に行ったかを確認するため、交付後すぐに薬剤
　服用歴を見直すことは有用である。
●患者に、医療機関を受診する際や薬局に来局する際は、医師や薬剤師にお薬手帳を見せ
　るように日頃から指導を行う必要がある。
●クラリスロマイシン錠のように、多くの薬剤の代謝に関与する酵素に影響を与える薬剤
　は様々な薬剤と相互作用を起こす可能性がある。このような薬剤が処方された際に
　併用薬との相互作用に関して検討できるように、薬剤の薬理作用や体内動態などに関
　する知識を深めておく必要がある。

◆以前からイグザレルトOD錠15mgを服用している患者の処方箋を受け付けた。お薬手帳
を確認したところ、別の医療機関から併用禁忌であるイトラコナゾール錠50mgが院内
処方されており、患者は1日分を服用していたことが分かった。イトラコナゾール錠
50mgを処方した医療機関に情報提供を行った結果、イトラコナゾール錠50mgを中止
する指示があり、患者に伝えた。

【服薬中止】

公益財団法人　日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業
〒101-0061　東京都千代田区神田三崎町1-4-17 東洋ビル　電話：03-5217-0281（直通）　FAX：03-5217-0253（直通）
http://www.yakkyoku-hiyari . jcqhc.or.jp/
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２）退院後の薬剤の継続に関する事例
近年、薬物療法の高度化や複雑化が進み、ハイリスク薬などによる副作用の発現や多剤

投与による重複処方が懸念されるようになってきた。また、高齢化が進む中、在宅療養や 

施設・居住系介護サービスの需要が高まり、患者が地域の様々な療養環境に移行するケース

が増加している。「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の 

一部を改正する法律」（令和元年法律第63号）において設けられた機能別薬局の認定制度では、 

地域連携薬局に期待する役割として、患者が外来を受診する時だけではなく、入退院や在宅

療養などの際に医師をはじめとする様々な職種の医療従事者や他の医療提供施設と連携し、 

患者に対して一元的・継続的な薬物療法を提供することが示された。このような状況の中、 

薬局薬剤師には、地域包括ケアシステムの一翼を担う一員として、医療機関などと連携しな

がら薬剤師としての専門性を発揮し、患者に安全かつ有効な薬物療法を切れ目なく提供する

役割を果たすことが求められている。

患者が退院した後は、入院治療を行っていた医療機関とは異なるかかりつけ医や医療機関

で治療を継続する場合がある。その際、医療機関の連携が不十分であると、患者が受ける薬物

療法が正しく継続されない危険性がある。本事業には、退院後の患者に処方された薬剤につい

て薬局薬剤師が疑義照会や処方提案を行い、適切な処方に変更になった事例が報告されてい 

る。そこで、第27回報告書では、退院後の薬剤の継続に関する疑義照会や処方医への情報 

提供を行った事例について分析を行った。

本テーマでは、対象事例202件について、患者の情報、疑義照会や処方医への情報提供を

行うと判断した情報、疑義照会や処方医への情報提供を行った先の医療機関などを整理した。

さらに、疑義照会の内容を分類してその内容ごとに報告された情報を整理し、推定される 

要因、薬局での取り組みをまとめた。また、医療事故情報収集等事業に医療機関から報告された 

医療事故情報の中から、退院後の外来で継続して処方すべき抗凝固薬の処方が漏れた事例を

紹介した。

退院後の患者の診療は、入院していた医療機関の外来で継続される場合と、入院前に受診

していたかかりつけ医や、別の新たな医療機関に引き継がれる場合がある。いずれの場合で

も、医療機関や医師の連携が不十分であったことが要因となり、患者が受ける薬物療法が正し

く継続されなかった事例が報告されていた。患者が退院後も継続して必要な薬物療法を受ける

には、医療機関内の入院・外来担当医師間の連携や、入院していた医療機関と退院後に診療

を引き継ぐ医療機関の連携が重要になる。また、患者が入院していた医療機関が提供した 

薬剤情報に誤りがあった事例や、薬剤情報が退院直前の内容ではなかったため、診療を引き

継いだ医師の処方に誤りが生じた事例も報告されていた。退院後の患者の診療を引き継ぐ 

医療機関や医師へ、最新の患者の薬剤情報を正しく提供するために、ICT などを活用した体制

を構築する必要がある。

患者に安全で有効な薬物療法を切れ目なく提供するためには、医療機関と保険薬局の薬剤

師の連携を強化することも重要である。医療機関の薬剤師は退院時服薬指導を行い、患者の

お薬手帳に退院時薬剤情報提供書を貼るなどして、保険薬局の薬剤師が退院時の薬剤情報を

把握できるよう取り組む必要がある。一方、外来の処方箋を応需する薬局薬剤師は、患者が

退院後も継続した薬物療法を受けることができるよう、入院前から退院時、さらに退院後の
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患者の薬剤服用歴を一元的・継続的に把握し管理する必要がある。薬局薬剤師は、途絶えて

いた患者の処方箋を応需した際はその経緯を確認し、患者が入院していた場合には、退院時

薬剤情報提供書や薬剤管理サマリー、お薬手帳、診療情報提供書、検査結果、患者が薬局に

持参した薬剤などから退院時に処方された薬剤を把握し、応需した処方箋の内容と照合する

ことが重要である。また、退院後に在宅療養を受ける患者の処方箋を応需する薬局薬剤師は、

入院中の患者の情報や今後の治療方針などに関する情報を収集するため、退院時共同指導や

退院時カンファレンスなどに積極的に参加することが望ましい。

薬局での業務の見直しや研修を行う際に、あるいは、地域の医療機関と薬局の薬剤師の 

連携の在り方を検討する機会などに、第27回報告書の分析内容や紹介事例をご活用いただき

たい。

図表Ⅲ－２－３　疑義照会の内容
疑義照会の内容 件数

投与量間違い 56

薬剤の重複 51

中止すべき薬剤の処方 43

処方漏れ 27

薬剤名間違い 24

用法間違い 6

注）複数の内容が報告された事例がある。
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薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　第２7回報告書

事例から学ぶ

◆ 医療機関Aのかかりつけ医よりプラビックス錠75mgが継続して処方されていた患者が、
脳出血で医療機関Bに入院し、プラビックス錠75mgが中止になった。退院後に医療機関A
のかかりつけ医を受診した際、入院前に服用していた薬剤が処方され、その中にプラビッ
クス錠75mgも含まれていた。患者が入院した経緯や退院時の処方薬をかかりつけ医に
伝え、プラビックス錠75mgを再開するか否かを確認したところ、削除になった。

➡この他にも事例が報告されています。

■事例の詳細
医療機関Aから退院後、患者は近隣の医療機関Bで治療を継続することになり、久し
ぶりに来局した。今回はプレドニン錠5mg　1日1錠、 プレドニゾロン錠1mg　1日
1錠が処方された。お薬手帳に記載された退院時処方は、プレドニゾロン錠1mg　1日
4錠であった。薬剤を交付する際、家族から増量の話は聞いていないことを聴取した
ため、疑義照会を行った結果、プレドニゾロン錠1mg　1日4錠に変更になった。

■推定される要因
医療機関Aからの診療情報提供書にプレドニゾロン6mgと誤って記載されており、
医療機関Bはその通りに処方した。

■薬局での取り組み
お薬手帳を必ず確認し、治療の経緯を把握する。処方箋とお薬手帳に記載された薬剤
を照合する。

◆ 患者は、医療機関Aに入院中、医療機関Bの心療内科から処方されていたドネペジル塩酸
塩錠とノイロビタン配合錠も処方され、服用を継続していた。退院後、患者は医療機関B
の心療内科を受診し、ドネペジル塩酸塩錠とノイロビタン配合錠が処方された。その後、
患者が医療機関Aの外来を受診した際、入院中に追加されたドネペジル塩酸塩錠とノイロ
ビタン配合錠が処方された。医療機関Aの処方医に、患者が退院後に医療機関Bへの通院
を再開して薬剤が処方されていることを伝えた結果、ドネペジル塩酸塩錠とノイロビタン
配合錠は削除になった。

【薬剤の重複】

【中止すべき薬剤の処方】

【投与量間違い】

退院後の薬剤の継続に関する事例



- 49 -

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　2022年年報

Ⅲ　分析の現況
２　分析テーマ

Ⅲ

１

２
分
析
テ
ー
マ

 

公益財団法人　日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業
〒101-0061　東京都千代田区神田三崎町1-4-17 東洋ビル　電話：03-5217-0281（直通）　FAX：03-5217-0253（直通）
http://www.yakkyoku-hiyari . jcqhc.or.jp/

◆ 患者が医療機関Aから退院後、クリニックBの医師が治療を引き継ぎ、薬剤が処方された。
お薬手帳を確認したところ、退院時に医療機関Aから処方されていたジャディアンス錠
10mgの処方が漏れていた。クリニックBの処方医に疑義照会を行った結果、ジャディア
ンス錠10mgが追加になった。医療機関Aでは2つの診療科から患者に薬剤が処方されて
いたが、医療機関AからクリニックBに提供された情報は１つの診療科で処方されていた
薬剤のみであり、ジャディアンス錠10mgは記載されていなかった。

【処方漏れ】

◆ 入院していた医療機関Aからの紹介で医療機関Bを受診した患者に、アスパラカリウム錠
300mgが処方された。当薬局への来局は初めてであり、お薬手帳には医療機関Aを退院
した際に処方された薬剤の記載はなかった。患者が退院時薬剤情報提供書を持っていた
ため確認したところ、L‐アスパラギン酸Ca錠200mgが処方されていた。処方箋に記載
されていた検査値を確認すると、K値は4.0mEq/Lで正常範囲内、Ca値は8.1mg/dLで
基準値以下であったため、疑義照会を行った結果、L‐アスパラギン酸Ca錠200mgに変更
になった。

【薬剤名間違い】

ポイント
●退院後の患者の診療は、入院していた医療機関の外来で継続される場合と、入院前に
　受診していたかかりつけ医や、別の新たな医療機関に引き継がれる場合がある。患者
　が退院後も継続して必要な薬物療法を受けるには、医療機関内の入院・外来担当医師間
　の連携や、入院していた医療機関と退院後に診療を引き継ぐ医療機関の連携が重要に
　なる。退院後に患者の診療を引き継ぐ医療機関や医師へ最新の薬剤情報を正しく提供
　するために、ICTなどを活用した体制を構築する必要がある。
●入院治療を受けた患者が退院後も継続して薬物療法を受けることができるよう、処方箋
　を応需する薬局薬剤師は、入院前から退院時、さらに退院後の患者の薬剤服用歴を
　一元的・継続的に把握し管理することが重要である。
●来局が途絶えていた患者の処方箋を応需した際は、その経緯を確認する必要がある。
　患者が入院していた場合は、退院時薬剤情報提供書や薬剤管理サマリー、お薬手帳、
　診療情報提供書、検査結果、患者が薬局に持参した薬剤などから退院時に処方された
　薬剤を把握し、応需した処方箋の内容と照合することが重要である。
●退院後に在宅療養を受ける患者の処方箋を応需する薬局薬剤師は、入院中の患者の情報
　や今後の治療方針などに関する情報を収集するため、退院時共同指導や退院時カンファ
　レンスなどに積極的に参加することが望ましい。
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（２）第 28回報告書
１）糖尿病治療剤の注射薬に関する事例

保険薬局で取り扱う薬剤の多くは内服薬であり、本事業に報告される事例も内服薬に関す

る事例が多い。一方、近年、遺伝子組み換え製剤の研究・開発が進み、抗体医薬品など様々

な製剤が販売されるようになった。在宅自己注射の対象疾患も広がり、医療機関の外来で 

注射薬が処方されるケースが増加している。糖尿病治療剤の注射薬にはインスリン製剤の他

にGLP-1受容体作動薬が加わり、本事業にも糖尿病治療剤の注射薬に関する事例が多数報告さ

れている。そこで第28回報告書では、注射薬に関する事例のうち糖尿病治療剤に関する事例

について分析を行った。

本テーマでは、糖尿病治療剤の注射薬に関する事例を、調剤に関するヒヤリ・ハット事例

と疑義照会や処方医への情報提供に関する事例に分けて分析を行った。

調剤に関するヒヤリ・ハット事例では、事例の内容を整理し、主な事例の内容を紹介した。

調製および鑑査時の「薬剤取り違え」/「規格・剤形間違い」の事例が最も多く、次いで薬剤

を交付する際の「説明・確認不足」の事例や「交付忘れ」/「他の患者の薬剤を交付」の事例

が多かった。

糖尿病治療剤の注射薬であるインスリン製剤は、ブランド名が同じでも作用時間が異なる

製剤やそれらの混合製剤、1mL当たりの単位数が異なる製剤がある。さらに、同一名称の薬

剤に複数のデバイスがある製剤もあり、薬剤取り違えが起きやすいことを認識して調製および

鑑査を行う必要がある。薬剤取り違えを防止するためには、配置場所の整理や適切な手順書の

作成・遵守の徹底、調剤監査支援システムの導入などを検討することが望ましい。また、通常、

薬局では注射薬を保冷庫で保管する必要がある。患者に取り揃えた注射薬を保冷庫で一時保管

する際は、患者ごとにひとまとめにして患者名を明記する、保冷庫に薬剤が保管されている

ことが分かるメモや札を処方箋に添付するなど、薬局内で手順を決め遵守することが重要で

ある。薬剤の交付忘れを防ぐため、薬剤を交付する前に処方箋と薬剤を照合し、薬剤が全て揃っ

ているかを確認することが欠かせない。

注射薬を使用する患者は、薬効や用法、使用する単位数など薬剤に関して理解するだけで

なく、デバイスの取り扱いに関しても十分に理解し手技を習得する必要がある。デバイス・ 

注射針の取り扱いや注射の手技については、通常、医療機関で患者に指導されるが、薬局で

は患者が正しく理解しているかを確認することが重要である。空打ちの必要性も含め注射の

手技に関する理解が不十分である場合は、患者指導書やデモ器を活用し、患者が理解しやす

いように説明することが望ましい。また、注射薬の使用方法を患者に確認し継続的に指導す

ることは治療効果の向上にもつながるため、交付後のフォローアップは重要である。

疑義照会や処方医への情報提供に関する事例では、疑義照会や処方医への情報提供の内容を

整理し、その内容ごとに分析を行った。疑義照会や処方医への情報提供の内容は投与量の事例

が最も多く、次いで、全量（本数）の事例、処方すべき薬剤と異なる薬剤が処方された事例、

同薬効や同成分の薬剤が重複した事例が多かった。

糖尿病治療剤の注射薬は患者の状態や検査値により薬剤や単位数を変更することが多いこ

とから、薬剤服用歴の継続的・一元的管理を行うとともに、患者・家族から治療の経過や患者
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の体調などを聴取し、それらの情報と処方内容を照合し妥当性を検討することが重要である。

さらに、使用する単位数、空打ち、残りの本数を考慮したうえで、次回受診日までに必要な

全量（本数）が処方されているか確認する必要がある。糖尿病治療剤の注射薬に関する重複

は、注射薬の組み合わせだけでなく、注射薬と内服薬の組み合わせにも注意する必要がある。 

たとえば、GLP-1受容体作動薬の注射薬と内服薬の重複や、GLP-1受容体作動薬の注射薬と選

択的DPP-4阻害剤およびその配合剤の重複にも注意する必要がある。糖尿病治療剤は作用機序

の異なる薬剤が多種販売され、併用治療も行われるようになり、薬物療法が複雑になっている。

日頃から添付文書やガイドラインなどを活用し、薬物療法について知見を深めておくことが

重要である。

第28回報告書の分析内容や紹介事例を、薬局の業務や薬剤師の研修などにご活用いただき

たい。

図表Ⅲ－２－４　調製および鑑査時の「薬剤取り違え」/「規格・剤形間違い」の事例で報告
　　　　　　　　された薬剤

相違点 処方された薬剤名 間違えた薬剤名 件数

インスリン製剤

薬剤

ランタス注ソロスター ランタスXR注ソロスター 2

6

ランタスXR注ソロスター ランタス注ソロスター 2

ノボラピッド30ミックス注
フレックスペン

ノボラピッド注フレックスペン 1

ヒューマログ注ミリオペン ヒューマログミックス50注ミリオペン 1

デバイス
ノボラピッド注フレックスタッチ ノボラピッド注フレックスペン 1

2
ランタス注ソロスター ランタス注カート 1

薬剤と
デバイス

ノボラピッド30ミックス注
フレックスペン

ノボラピッド注フレックスタッチ 1

2
ノボラピッド50ミックス注
フレックスペン

ヒューマログミックス50注ミリオペン 1

GLP‐1受容体作動薬

デバイス オゼンピック皮下注2mg※ オゼンピック皮下注0.25mgSD 1

合計 11

注）相違点をゴシック体で示した。
※オゼンピック皮下注2mgは、オゼンピック皮下注SDの出荷停止に伴い2022年5月に発売された。
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薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　第２８回報告書

事例から学ぶ

➡この他にも事例が報告されています。

◆患者Xにノボラピッド注フレックスタッチが5本処方されたが、5本のうち3本はノボラ
ピッド注フレックスペンを調製し交付した。通常5人体制のところ3人で業務を行っていた
ことや薬局が混んでいたことから、調製した内服薬のみ鑑査を行い注射薬の鑑査を行わ
なかった。翌日、患者Yにノボラピッド注フレックスペンを取り揃える際に在庫数が足り
なかったため、患者Xの薬剤取り違えに気付いた。

【薬剤取り違え/規格・剤形間違い】

■事例の詳細
定期処方でヒューマログ注ミリオペンが処方されたが、調製者は誤ってヒューマログ
ミックス50注ミリオペンを取り揃えた。鑑査者が取り違えに気付き、調製し直した。

■推定される要因
忙しい時間帯であったため調製者に焦りがあり、名称や色が類似しているヒューマログ
注ミリオペンとヒューマログミックス50注ミリオペンを取り違えた。

■薬局での取り組み
名称や色が類似している薬剤を把握しておく。調製者は、取り揃えた薬剤と処方箋を
照合した後に鑑査に回す。

■その他の情報

※日本イーライリリー株式会社　医療関係者向けサイトより（参照2022年12月13日）

【薬剤取り違え/規格・剤形間違い】

販売名

画像

ヒューマログ注ミリオペン ヒューマログミックス50注ミリオペン

糖尿病治療剤の注射薬に関する事例
＜調剤に関するヒヤリ・ハット事例＞
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◆ビクトーザ皮下注18mgからオゼンピック皮下注2mgへ薬剤が変更になり、毎日の使用
から週1回の使用になった。使用方法の変更を薬袋に記載し、口頭でも説明したが、患者
は理解しておらずオゼンピック皮下注2mgを毎日注射した。

【説明・確認不足】

◆患者の薬剤を鑑査していた時に家族が薬剤を取りに来局した。薬剤師は焦り、調製された
注射薬が保冷庫に保管されていることに気付かず、注射薬以外の薬剤のみを確認して交付
した。薬剤を交付した後、事務員が保冷庫を開けた際に、患者に調製したゾルトファイ
配合注フレックスタッチが残っていることに気付いた。

【交付忘れ】

ポイント
●インスリン製剤はブランド名が同じでも、作用時間が異なる製剤やそれらの混合製剤、
　1mL当たりの単位数が異なる製剤がある。そのうえ、同一名称の薬剤に複数のデバイス
　がある製剤もあり、薬剤取違えが起きやすいことを認識して調製および鑑査を行う必要
　がある。また、薬剤取り違えを防止するためには、配置場所の整理や適切な手順書の
　作成・遵守の徹底、調剤監査支援システムの導入などを検討することが望ましい。
●取り揃えた注射薬を保冷庫で一時保管する際は、患者ごとにひとまとめにして患者名を
　明記する、保冷庫に薬剤が保管されていることが分かるメモや札を処方箋に添付するな
　ど、薬局内で手順を決め遵守することが重要である。
●交付忘れを防ぐため、薬剤を交付する前に処方箋と薬剤を照合し、薬剤が全て揃って
　いるか確認する必要がある。
●注射薬の単位数や用法が変更になった際は、患者が理解できるように説明を行うことが
　重要であり、口頭での説明に加え、お薬手帳や薬剤情報提供書などを活用することも有用
　である。
●デバイスや注射針の取り扱いや注射の手技については、通常、医療機関で患者に指導が
　行われているが、薬局では、患者が説明された内容を正しく理解しているか確認する
　ことが重要である。空打ちの必要性も含め注射の手技に関する理解が不十分である場合
　は、患者指導書やデモ器を活用し、患者の理解を促すよう工夫して説明する必要があ
　る。
●注射薬を交付した後は適宜フォローアップを行い、患者が適切にデバイスを取り扱い、
　指示された単位数を注射できているか確認し、支援することが重要である。

◆継続してランタス注ソロスターが処方されている患者に注射手技を確認すると、注射針
を装着せずに空打ちをしていることが分かった。空打ち手技について薬剤師の説明・確認
が不足していた。

【説明・確認不足】

公益財団法人　日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業
〒101-0061　東京都千代田区神田三崎町1-4-17 東洋ビル　電話：03-5217-0281（直通）　FAX：03-5217-0253（直通）
https://www.yakkyoku-hiyari . jcqhc.or.jp/
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２）内服薬の処方漏れに関する事例
2015年に厚生労働省により「患者のための薬局ビジョン」が策定され、かかりつけ薬剤

師・薬局には薬物療法の安全性・有効性を確保するために患者の服薬情報の一元的・継続的

な把握と薬学的管理・指導を行うことが求められている。しかし、医療機関で患者に必要な

薬剤が処方されなかった場合、薬物療法が適切に行われず、患者に影響を及ぼす危険性がある。 

本事業には、薬局薬剤師が患者の服薬情報や診察時の医師とのやり取りを確認したうえで処方

監査を行ったことで薬剤の処方漏れに気付き、疑義照会や処方医への情報提供を行った結果、

薬剤が追加になった事例が数多く報告されている。その中でも、内服薬の事例の報告件数が多

く、服用継続中の薬剤や新たに開始する薬剤の処方漏れの事例などが報告されている。そこで、

第28回報告書では内服薬の処方漏れに関する事例を取り上げ、分析を行った。

本テーマでは、内服薬の処方漏れに関する事例について分析を行った。事例の概要で患者

の来局状況、発見場面、事例の分類、疑義照会や処方医への情報提供を行うと判断した情報を

整理した。事例を服用継続中の薬剤に関する処方漏れと新たに開始する薬剤に関する処方漏れ

に分け、それぞれ分析を行った。また、医療事故情報収集等事業に報告された事例を紹介した。

服用継続中の薬剤に関する処方漏れの事例は、処方医・医療機関の変更時や残薬調整終了

後の処方時、薬剤変更時などに発生した事例が多かった。患者の処方箋を応需した際、服用を

継続すべき薬剤の処方漏れを見逃さないために、処方内容と薬局で管理している薬剤服用歴

などの情報に齟齬がないか確認することが重要である。そのためには、薬剤服用歴やお薬手

帳で患者が服用している薬剤情報を一元的・継続的に把握・管理する必要がある。また、手術・

検査や抗がん剤による副作用発現に伴う休薬後に、処方の再開が漏れた事例も報告されてい

た。休薬していた薬剤を再開し必要な治療を行うために、患者の手術・検査予定に伴う休薬

期間や抗がん剤等による治療の経過などについての情報を薬剤服用歴に記載し、薬局内で情

報を共有できるようにしておくことが重要である。

新たに開始する薬剤に関する処方漏れの事例では、薬剤師が患者又は家族などから症状

や診察時の医師とのやり取りを詳しく聴取したことで処方漏れに気付いた事例が多かった。 

処方箋を応需した際は、患者の症状や診察時の医師とのやり取りについて詳細な情報を入手

し、処方内容の妥当性について検討を行うことが重要である。また、患者に処方・投与された

薬剤との併用を検討すべき薬剤の処方漏れの事例も報告されていた。薬物療法において、薬剤

を併用することや、副作用の予防あるいは軽減を目的に薬剤が処方されることがある。患者に

必要な薬剤が処方されていなかった場合に処方医へ適切に疑義照会や処方提案を行うために、

日頃から添付文書などを利用し、薬剤の使用方法や発現する可能性がある副作用について知識

を深めておく必要がある。一方、副作用が発現しやすい薬剤が処方された際に、副作用の予防

あるいは軽減を目的とした薬剤が処方されなかった場合は、処方漏れを疑い漫然と疑義照会や

処方提案を行うのではなく、患者の状態や副作用歴などの背景から副作用対策の薬剤が必要

であるか検討を行い、患者ごとに適した対応を行うことが望ましい。
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図表Ⅲ－２－５　服薬継続中の薬剤に関する処方漏れの発生場面

処方漏れの発生場面 件数

処方医・医療機関変更時 42

残薬調整終了後の処方時 26

薬剤変更時 19

臨時薬追加後の処方時 12

薬剤再開時 7

間隔を空けて服用する薬剤の処方時 5
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薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　第２８回報告書

事例から学ぶ

◆ステロイド製剤とネキシウムカプセル20mgを継続して服用している患者の処方箋を応需
した。今回は、ステロイド製剤が減量され、ネキシウムカプセル20mgは処方されなか
った。患者に診察時のやり取りを確認したところ、医師よりステロイド製剤の減量は聞い
ていたが、胃薬の中止は聞いていなかった。ネキシウムカプセル20mgの継続について
疑義照会した結果、薬剤が追加になった。

➡この他にも事例が報告されています。

■事例の詳細
医療機関Aに長期間入院し、退院後に医療機関Bを受診した患者が処方箋を持参した。
薬剤師が処方監査の際に医療機関Aの退院時処方の内容と比較したところ、バクタ
配合錠が処方されていないことに気付き、疑義照会を行った。処方漏れがわかり、
バクタ配合錠が追加になった。

推定される要因■
医療機関Aでは複数の診療科から薬剤が処方されていた。医療機関Bの処方医は、
医療機関Aの退院時処方の確認が不足していた可能性がある。

■薬局での取り組み
医療機関の変更後に処方箋を応需した際、継続していた薬剤が処方されていなかった
場合は、処方漏れなのか服用中止なのか判断が難しいため、処方された薬剤と患者の
薬剤服用歴などの情報を比較し、処方内容の妥当性を検討する。

◆患者にユーロジン1mg錠が継続して処方されていたが、今回は処方されていなかった。
前回は残薬調整のため処方されなかったが、患者に聴取したところ現在はユーロジン1mg
錠の残薬がないことがわかった。疑義照会を行った結果、ユーロジン1mg錠が追加にな
った。

【残薬調整終了後の処方時】

【薬剤変更時】

【処方医・医療機関の変更時】

内服薬の処方漏れに関する事例
＜服用継続中の薬剤に関する処方漏れの事例＞
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公益財団法人　日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業
〒101-0061　東京都千代田区神田三崎町1-4-17 東洋ビル　電話：03-5217-0281（直通）　FAX：03-5217-0253（直通）
https://www.yakkyoku-hiyari . jcqhc.or.jp/

◆ 患者は、整形外科で手術を受けるため、継続して服用していたエリキュース錠2.5mgを
休薬していた。手術後の外来受診時の処方箋を応需した際にエリキュース錠2.5mgが
処方されていなかったため、疑義照会した結果、エリキュース錠2.5mgが追加になった。

【薬剤再開時】

◆ 施設に入所中の患者に、2週間ごとに薬剤が処方されていた。ミノドロン酸錠50mgは
4週間毎に処方されており、今回は処方されるはずであったが処方されなかったため
疑義照会を行った結果、薬剤が追加になった。

【間隔を空けて服用する薬剤の処方時】

ポイント
●患者に必要な薬剤が処方されなかった場合、処方医が意図している薬物療法が適切に
　行われず、患者に影響を及ぼす危険性がある。薬局薬剤師は患者の服薬情報や診察時の
　医師とのやり取りを確認したうえで処方監査を行い、薬剤の処方漏れがないか検討を
　行うことが重要である。
●処方医や医療機関が変更になる時は処方漏れが起きる可能性を考慮し、処方内容と薬局
　で管理している薬剤服用歴などの情報を照らし合わせ、齟齬がないか確認することが
　重要である。そのためには、薬剤服用歴やお薬手帳で患者が服用している薬剤の情報
　を一元的・継続的に管理しておく必要がある。
●残薬調整により薬剤の処方が削除された場合は、次回の処方箋応需時にその薬剤が処方
　されているか確認する。処方されていない場合は、残薬があるか患者から聴取したうえ
　で、必要であれば処方医へ疑義照会する必要がある。
●手術・検査に伴い抗血栓薬などを休薬していた場合は、手術・検査後の薬剤の再開に
　ついて注意を払い、薬剤が再開されていない場合は、再開の必要性について処方医に
　確認する必要がある。
●患者が、ビスホスホネート製剤などの間隔を空けて服用する薬剤を継続している場合
　は、お薬手帳や患者から聴取した情報から薬剤の処方日程を把握し、薬剤服用歴など
　に記録して次回の処方日がわかるように管理しておくことが大切である。
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本事業では、報告されたヒヤリ・ハット事例の中から、特に広く医療安全対策に有用な情報とし

て共有することが必要であると思われる事例を「共有すべき事例」として選定し、「事例のポイント」

を付してホームページに掲載している。「共有すべき事例」は本事業ホームページから閲覧・ダウン 

ロードが可能であり、キーワードで検索することができる（図表Ⅳ－１）。

図表Ⅳ－１　共有すべき事例および検索のページ

2022年に提供した「共有すべき事例」の「事例の区分」を図表Ⅳ－２に、「共有すべき事例」の 

一覧を図表Ⅳ－３に示す。

図表Ⅳ－２　2022年に提供した共有すべき事例

事例の区分 件数

調剤 11

疑義照会・処方医への情報提供 22

一般用医薬品等 2

合計 35
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図表Ⅳ－３　2022年に提供した共有すべき事例一覧

No. 事例 事例の区分 事例の内容 医薬品名

1

1 調剤 薬剤取り違え
テラムロ配合錠AP「DSEP」

テルチア配合錠AP「DSEP」

2 疑義照会・処方医への情報提供 禁忌 レボフロキサシン錠500mg

3 疑義照会・処方医への情報提供 患者の状況 オルテクサー口腔用軟膏0.1％

2

1 調剤 交付時の患者間違い －

2 疑義照会・処方医への情報提供 投与量 フォシーガ錠5mg

3 疑義照会・処方医への情報提供 同効薬の併用 プログラフカプセル/リンヴォック錠7.5㎎

3

1 調剤 交付後の説明間違い
ミノマイシン錠50mg

バファリンEX（第一類医薬品）

2 疑義照会・処方医への情報提供 剤形
オキシコドン錠10mg「第一三共」

オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」

3 疑義照会・処方医への情報提供 投与量 リスパダール細粒1%

4

1 調剤 薬剤取り違え
タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」

タダラフィル錠20mgAD「TE」

2 疑義照会・処方医への情報提供 名称類似薬の処方間違い
ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒（医療用）

ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）

3 疑義照会・処方医への情報提供 同成分の重複
サインバルタカプセル20mg

デュロキセチンカプセル20mg「日新」

5

1 調剤 薬剤取り違え
ニュープロパッチ18mg

リバスタッチパッチ18mg

2 疑義照会・処方医への情報提供 投与日数 ストロメクトール錠3mg

3 疑義照会・処方医への情報提供 手術前の服薬休止 バイアスピリン錠100mg

6

1 疑義照会・処方医への情報提供 薬剤の組成・性状 ベタニス錠25mg

2 疑義照会・処方医への情報提供 禁忌 ビビアント錠20mg

3 疑義照会・処方医への情報提供 不適切な疑義照会（用法） エンレスト錠100mg

7

1 疑義照会・処方医への情報提供
一般名処方における薬剤の

処方間違い

【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg（高リン血

症用）

【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg（制酸剤）

2 疑義照会・処方医への情報提供 病態禁忌 メトグルコ錠250mg

3 一般用医薬品等 説明間違い（１回量） ロキソニンSプレミアム（第一類医薬品）

8
1 調剤

レセプトコンピュータの

入力間違いによる薬剤取り

違え

マイスタン錠5mg

マイスリー錠5mg

2 疑義照会・処方医への情報提供 用法 エドルミズ錠50mg

9

1 調剤 薬剤取り違え
メトグルコ錠250mg

メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」

2 疑義照会・処方医への情報提供 投与量
ニュープロパッチ9mg

ハルロピテープ32mg

3 疑義照会・処方医への情報提供 病態禁忌 アイラミド配合懸濁性点眼液

10

1 調剤
一包化調剤における薬剤間

違い

カルベジロール錠10mg「サワイ」

デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」

2 疑義照会・処方医への情報提供 病態禁忌 ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「テバ」※

3 疑義照会・処方医への情報提供
医療機関変更時における

処方間違い

ヒダントール錠100mg

ヒダントールF配合錠
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No. 事例 事例の区分 事例の内容 医薬品名

11

1 調剤 不適切な薬剤変更
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」

アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」

2 調剤 お薬手帳のシール貼り間違い －

3 一般用医薬品等 受診勧奨（薬剤服用歴）

点眼薬（一般用医薬品）

【般】テガフール・ギメラシル・オテラシルカリ

ウム配合口腔内崩壊錠

12

1 調剤 交付時の説明間違い エフメノカプセル100mg

2 疑義照会・処方医への情報提供 漫然とした投与 ドンペリドン錠10mg「日医工」

3 疑義照会・処方医への情報提供 副作用歴 ロキソニン錠60mg

※ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「テバ」は2022年12月に販売を中止している。
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Ⅴ

１　本事業の情報発信
本事業では、事業計画に基づいて、報告書や年報、共有すべき事例、事例から学ぶ等の成果物や、

匿名化した報告事例等を公表している。本事業の事業内容およびホームページの掲載情報については、

パンフレット「事業のご案内」に分かりやすくまとめられているので参考にしていただきたい（https://

www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/pdf/project_guidance.pdf）。

図表Ⅴ－１　ホームページのトップ画面

１）事例の一括ダウンロード機能の追加
事例検索で、2020年3月17日以降に報告された新様式の事例を、各月ごとに一括ダウンロード

できるように機能を追加した。

図表Ⅴ－２　事例の一括ダウンロード機能の追加



- 65 -

Ⅴ　事業の現況薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　2022年年報

Ⅴ

２）医療事故情報収集等事業（薬局関係）に掲載される公表物の表示変更
「医療事故情報収集等事業（薬局関係）」のページでは、最新の公表物と過去の公表物を分かり

やすく表示するように変更した。図表Ⅴ－3に変更後の「医療事故情報収集等事業（薬局関係）」の 

ページを示す。最新の公表物のみが表示されており、過去の公表物は折りたたまれている。「＋」

をクリックすることにより過去の公表物が表示される。

図表Ⅴ－３　医療事故情報収集等事業（薬局関係）の公表物の表示変更

２　情報の活用：事例を活用した製薬企業の取り組み
薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の事例検索を活用し、「ノルバスクとノルバデックス」 

などの名称類似薬の取り違えについて、製薬企業から注意喚起がなされていることを、過去の年報で

紹介した。このように、本事業に事例が報告されたことを契機として、本財団以外の関係団体や企業

から、医療事故防止のための具体的な注意喚起が継続して行われている。このような企業の取り組み

は、海外における本事業に関する講演においても説明しており、日本の企業による自主的な安全対策

として関心が寄せられている。

医薬品の製造販売業者等は、医療機関向けに医薬品の安全使用に関する情報を提供している。 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）のホームページの「製薬企業からの医薬品の安全使用 

（取り違え等）に関するお知らせ」から、2022年に提供されたお知らせを整理して示す（図表Ⅴ－4）。

注意喚起文書の中には、本事業や本財団で行っている医療事故情報収集等事業の事例データベース等

から事例を引用しているものもあり、薬局や医療機関から報告された事例が活用されている。
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図表Ⅴ－４　2022年に提供された製薬企業からの医薬品の安全使用（取り違え等）に関するお知らせ

掲載年月 タイトル 情報提供元

2022年7月
「マイスリー」と「マイスタン」との
販売名類似による取り違え注意のお願い

アステラス製薬（株）
住友ファーマ（株）

2022年9月
アダラートCR錠10mg、20mg、40mgは徐放性製剤です
～ 分割、粉砕、かみ砕いての服用はできません ～

バイエル製薬（株）

2021年2月
（2022年10月更新）

「プロスタール錠25/プロスタールL錠50mg」と
「プロタノールS錠15mg」の販売名類似による
取り違え注意のお願い

あすか製薬（株）
興和（株）

注） 独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）のホームページ「製薬企業からの医薬品の安全使用（取り違え等）に関するお知らせ」
から作成。https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medical-safety-info/0178.html （参照2023年7月）

３　研修会の開催
本事業では、参加薬局を対象に、本事業の現況を周知するとともに、質の高い報告を促進するために、

研修会を開催している。2022年度は、2023年3月5日（日）に本事業と医療事故情報収集等事業の 

合同開催で「医療機関と保険薬局の連携から考える医療安全への取り組み」を開催した。研修会の 

開催概要や参加者へのアンケート結果は、資料1（70 ～ 73頁）を参照いただきたい。

４　医療事故情報収集等事業との連携
本事業を運営している日本医療機能評価機構医療事故防止事業部では、2004年10月より医療事故 

の発生防止及び再発の予防を目的として医療事故情報収集等事業を開始し、報告書や年報、医療安全 

情報を作成し公表している。2022年は、医療機関から5,313件の医療事故情報と31,857件のヒヤリ・ 

ハット事例の報告があった。2022年に報告された医療事故情報の7.7％、ヒヤリ・ハット事例の

39.8％は、薬剤に関する事例である。また、報告書の分析テーマや再発・類似事例の分析においても、

薬剤に関連した医療事故情報を取り上げ分析している。2022年の再発・類似事例の分析のうち薬剤

に関連する内容を図表Ⅴ－5 に示す。

図表Ⅴ－５　医療事故情報収集等事業　2022年の再発・類似事例の分析（薬剤関連）

テーマ 掲載報告書

禁忌薬剤の投与（医療安全情報No.86） 第69回報告書

小児への薬剤10倍量間違い（医療安全情報No.29） 第70回報告書

持参薬を院内の処方に切り替える際の処方量間違い（医療安全情報No.78） 第70回報告書

また、同事業では、2006年度より毎月１回程度、医療安全情報を作成し、ファックスによる情報

提供を行うとともに、ホームページにも掲載している。2022年に公表した薬剤に関する医療安全情報

を図表Ⅴ－６に示す。
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図表Ⅴ－６　医療事故情報収集等事業　2022年に提供した医療安全情報（薬剤関連）

Ｎｏ． タイトル 公表年月

No.182 セレネース注とサイレース静注の取り違え 2022年　1月

No.183 製剤量と成分量の間違い（第2報） 2022年　2月

No.186 抗がん剤投与前の血液検査値の未確認 2022年　5月

No.191 容器の取り違えによる高濃度のアドレナリンの局所注射 2022年10月

No.193 薬剤の投与経路間違い（第2報） 2022年12月

医療事故情報収集等事業が提供している薬剤関連の情報には、必ずしも薬局で発生したり発見され

たりするとはいえない事例も含まれる。しかし、薬局でも調剤する医薬品に起因する有害事象が起きた

事例の発生要因およびその影響や、医療機関で調剤、投与される医薬品の事例について幅広い知識を

身につけることは、医療や介護、生活等の垣根を低くした包括的なケアの提供体制を構築する政策の

方向性とも整合し、その中で薬局が積極的に医療の質や安全の向上に寄与するために意義のあること

と考えられる。なお、1の2）で紹介したように、本事業のホームページでは、医療事故情報収集等事業

で取り上げた薬局に関連した分析テーマの内容や医療安全情報を閲覧できるボタンを配しているので、

是非参考にしていただきたい。

５　国際会議における情報発信や情報収集
本財団及び本事業は、海外からの注目が高まり、講演等の機会を多く頂いている。今後も国際的な

医療安全の潮流の形成に参加し、本財団の医療の質・安全に関する事業や我が国の医療安全活動の実績

をもって好影響を与えるべく取り組んでいきたいと考えている。それらの活動内容は報告書に掲載し

ており、図表Ⅴ－7に示したとおりである。会議における具体的な議事や講演の内容は、掲載された

報告書のⅣ章を参照いただきたい。
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図表Ⅴ－7　2022年に公表した報告書に掲載した国際会議

掲載
報告書

国際会議 日程 開催国・地域

第27回
報告書

No Fault Compensation for Neonatal Cerebral 
Palsy Online Workshop on Compensation
Investigation Prevention of Cerebral Palsy 
Malaysia

2020年
10月20日～ 23日

マレーシア

The 8th National Quality Control Circle 
Competition of Chinese Hospitals/The 
International Forum on Quality and Safety 
in Health Care, Conference of the Society of 
Chinese Hospital Administration

2020年12月 中華人民共和国

第148回WHO執行理事会
2021年
1月18日～ 26日

スイス連邦

第28回
報告書

CAHO-ISQua International Webinar Series 2021年1月5日 インド共和国

Australasian College of Health Service 
Management（Live Webcast）

2021年3月3日 オーストラリア連邦

Italian Network on Safety in Healthcare：
COVID-19 in nursing homes

2021年3月5日 イタリア共和国

WHO Global Patient Safety Network
Webinar Series

2021年3月5日 スイス連邦

21st HA National Forum, Hospital Accreditation 
Thailand

2021年3月15日 タイ王国

27th Regional Congress of the Perinatal Society 
of Malaysia

2021年3月19日 マレーシア

Smart Healthcare Technology and Patient Safety 
International Conference

2021年8月27日 台湾

12th Open Conference of the Collaborative 
Latin American Forum on Quality and Safety in 
Healthcare

2021年10月22日 アルゼンチン共和国

2021 Smart Healthcare & Patient Safety 
International Conference, Taichung Veterans 
General Hospital

2021年10月24日 台湾

2021 Taiwan Joint Conference in Healthcare: 
Asian Perspectives from Joint Commission 
Taiwan

2021年11月4日 台湾
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資料１　2022年度研修会開催概要及びアンケート結果

資料１　2022年度研修会
　　　　「医療機関と保険薬局の連携から考える医療安全への取り組み」
　　　　開催概要及びアンケート結果

（１）開催概要
本事業と医療事故情報収集等事業の合同で研修会を開催した。

１）日時：2023年3月5日（日）13:00 ～ 16:00

２）形式：Webによるライブ配信

３）プログラム

時間 内容

13:00 ～ 13:05 オリエンテーション

13:05 ～ 13:10 開会の挨拶
日本医療機能評価機構
執行理事　後　信

13:10 ～ 13:40
【講演1】
医療事故情報収集等事業と薬局ヒヤリ・ハット事例収集・
分析事業の現状と課題

日本医療機能評価機構
医療事故防止事業部　部長
坂口　美佐

13:40 ～ 14:20
【講演2】
医療安全に関する医療機関内や地域における取り組み、
医療機関から薬局に望むこと

北海道大学病院　副病院長
医療安全管理部部長　教授
南須原　康行　先生

14:25 ～ 15:05
【講演3】
病診薬連携と患者安全
～価値ある情報共有を行うために～

京都大学医学部附属病院
薬剤部　教授・薬剤部長
寺田　智祐　先生

15:05 ～ 15:45
【講演4】
「薬局ヒヤリ・ハット報告事例から見える薬薬協働・連携の課題」
～薬剤安全のために望まれる情報共有・連携とは～

上原薬局
上原　健嗣　先生

15:45 ～ 15:55 質疑応答

15:55 ～ 16:00 閉会

４）参加者の職種及び人数（合計 544 名）

事業参加医療機関 事業参加薬局

参加者職種 人数 参加者職種 人数

医師 14 薬剤師 387

歯科医師 1 事務職 14

看護師 43 登録販売者 12

薬剤師 62 その他 3

臨床工学技士 1 合計 416

診療放射線技師 4

事務職 2

その他 1

合計 128
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資料１　2022年度研修会開催概要及びアンケート結果

（２）アンケート結果

医療機関 薬局

参加者：128名
回答者：106名（回答率：82.8％）

参加者：416名
回答者：360名（回答率：86.5％）

１）講演１「医療事故情報収集等事業と薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の現状と課題」

　　　　　　の理解度

２）講演２「医療安全に関する医療機関内や地域における取り組み、医療機関から薬局に望むこと」

　　　　　　の理解度

よく理解できた
44.3%

理解できた
54.7%

理解できなかった
0.9%

よく理解できた
51.1%

理解できた
48.6%

あまり理解できなかった
0.3%

よく理解できた
45.3%

理解できた
53.8%

理解できなかった
0.9%

よく理解できた
48.1%

理解できた
51.9%
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資料１　2022年度研修会開催概要及びアンケート結果

医療機関 薬局

３）講演３「病診薬連携と患者安全～価値ある情報共有を行うために～」の理解度

４）講演４「薬局ヒヤリ・ハット報告事例から見える薬薬協働・連携の課題

　　　　　　～薬剤安全のために望まれる情報共有・連携とは～」の理解度

５）ご意見（一部抜粋）

○医療機関

・�異なる職種、組織の方が講師となり、様々な観点から実際の事例を交えて講義いただいたこと

はとても興味深く有益であった。

・�病院の薬剤部として、講演していただいた機関の取り組みは取り入れていける可能性がある

と感じた。

・�地域連携室で医療機関同士や薬局との連携を多く扱うため、情報確認や連携先の機能（背景）

に留意することが重要と感じた。

・�情報共有としてのインシデントレポートの共有は参考になり、当院でも検討したいと感じた。

共有をどのような方法で行うか部員への周知方法を検討すべきと感じた。

・薬局・病院間のプロトコールなど業務を簡略化できる方法を今後に活用していきたい。

よく理解できた
41.5%

理解できた
57.5%

あまり理解できなかった
0.9%

よく理解できた
48.9%

理解できた
49.2%

あまり理解できなかった
1.9%

よく理解できた
36.8%

理解できた
61.3%

あまり理解できなかった
1.9%

よく理解できた
49.2%

理解できた
50.0%

あまり理解できなかった
0.8%
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資料１　2022年度研修会開催概要及びアンケート結果

・職場内での疑義照会内容の共有について、活用できると感じた。

・�報告内容を具体的に記載することは、院内のレポート記載時にも同じことが言えるので周知

できると感じた。

・�残薬調整の理由、それに対する薬局の対応など、当院の悩みと同じ報告がされており、解決

しなければならない課題だと再認識した。

○薬局

・薬局勤務であるため、医師の立場からの意見が聞けるのはすごく良かった。

・病薬連携の必要性を感じており、プロセスが明確になった。

・�医療機関との情報共有や協働を意識することにつながった。具体的報告事例が今後の参考と

なった。

・2回チャレンジシステムは是非活用したい。

・�実際の事例をたくさん挙げていただいた。疑義照会をどんどんしてくださいとの言葉を聞き、

気になったことを無視せずに取り組もうと思った。Mindsガイドラインライブラリはさっそ

く活用しようと思う。

・�薬局薬剤師として見落としがちな事例などを把握することができた。薬局内でも情報を共有

し、よりよい情報の提供や再発防止などに活用していきたいと思う。

・�ヒヤリ・ハット対策は、これで十分ということは無く、これからも事例で学んだり、研修会

に参加して、医療安全に努めたいと思う。
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資
料

資料２　医療事故防止事業　運営委員会

2022年12月31日現在

生野　弘道 一般社団法人　日本病院会 常任理事

遠藤　直哉 フェアネス法律事務所 弁護士

◎ 尾形　裕也 九州大学 名誉教授

嶋森　好子 一般社団法人　日本臨床看護マネジメント学会 理事長

原口　亨 公益社団法人　日本薬剤師会 常任理事

原田　悦子 筑波大学　人間系心理学域 教授

細川　秀一 公益社団法人　日本医師会 常任理事

細川　吉博 公益社団法人　全日本病院協会 常任理事

三代　知史 公益社団法人　日本歯科医師会 常務理事

山口　育子 認定NPO法人　ささえあい医療人権センター COML 理事長

吉川　久美子 公益社団法人　日本看護協会 常任理事

◎�委員長
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資料３　薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業総合評価部会

2022年12月31日現在

井手口　直子 帝京平成大学　薬学部　薬学科 教授

犬伏　洋夫 越前掘薬局 薬剤師

井俣　宗久 一般社団法人�日本保険薬局協会
リスクマネジメント委員会

委員長

笠原　英城 日本医科大学武蔵小杉病院　薬剤部 薬剤部長・
治験管理事務局長

河戸　道昌 日本製薬団体連合会　安全性委員会
医薬品安全使用対策検討部会

小松原　明哲 早稲田大学理工学術院
創造理工学部　経営システム工学科

教授

髙松　登 公益社団法人　日本薬剤師会 常務理事

◎ 土屋　文人 一般社団法人　医薬品安全使用調査研究機構
設立準備室

室長

三國　亨 末広みくに調剤薬局 薬剤師

◎�座長



- 76 -

資料４　薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業専門分析班名簿 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　2022年年報

資
料

資料４　薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業専門分析班

2022年12月31日現在

伊東　明彦 明治薬科大学　 特任客員教授

上原　健嗣 上原薬局 薬剤師

氏原　浩善 四国調剤　はるの薬局 薬剤師

津田　泰正 学校法人　聖路加国際大学　聖路加国際病院　薬剤部 マネジャー

三國　亨 末広みくに調剤薬局 薬剤師



２０２３年９月２８日　発行

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業
2022年　年報

編集・発行  
医療事故防止事業部

〒　101-0061
東京都千代田区神田三崎町１丁目４番 17 号
東洋ビル
電話　03-5217-0281

公益財団法人　日本医療機能評価機構



ISBN978-4-910861-35-7 C0847

薬局ヒヤリ･ハット事例収集･分析事業
２０22年　年報

医療事故防止事業部

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業
https://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/

薬
局
ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
事
例
収
集
・
分
析
事
業　

２
０
２
２
年　

年
報

公
益
財
団
法
人
日
本
医
療
機
能
評
価
機
構　

医
療
事
故
防
止
事
業
部


	00_2022年年報_前付
	01_2022年年報_Ⅰ章
	02_2022年年報_Ⅱ章
	03_2022年年報_Ⅲ章
	04_2022年年報_Ⅳ章
	05_2022年年報_Ⅴ章
	06_2022年年報_資料

