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　 During　our 　efforts 　to　develop　a　training　pregram　for　new 　pharmacists，　we 　have　come 　to　the　opinion 　that　it　is

essential 　to　unders 肢md 　the　personahty　characteristics 　 of 　each 　individual　pharmacist．　The 　present　 study 　was 　 un −

der臓ken 　to　examine 　the　 effects 　 of 　various 　personality　characteris 艦ics　of 　new 　phamlacists　 regarding 　their　 work

by　psychologicahests　 with 　existing 　 education 　programs．　The 　 ultimate 　 goal　 of 　obtaining 　basic　data　 would 　be

useful 蜊 evising　effective　t齟 ing　plans　for　new 　pharmacists．　The　s呵 ects 　consisted 　of 　16　new 　pharmacists
who 　participated　in　the　tTaining　program　for　new 　pharmacists　conduc 【ed 　 aロ he　Q　Pharmacy　in　April　through

June　of 　2001．　A　psychology　test，山 e　Tokyo 　University　Egogram （TEG ），　was 　administered 　at　the　beginning　and

at　the 　end 　of 　training，　and 　the 　State−Trait　Anxiety 　Inventory （STAI ）was 　administered 　at　the　beginning　and 　at

the　end 　of 　training　and 　once 　a　month 　for　two　months ．

　 An 　analysis 　Qf 　changes 　in　egograms 　taken 　bo【h　befbre　and 　after 　the 　training　suggested 　that　the　effects　of　thc

training　were 　manifbsted 　in　their　personality　even 　after　a　short　period 　of　training．
Some 　personality　 characteristics 　that　seem 　desirable　for　phannacists　were 　derived　frern血e　data　obIained 飴 r

ph   acists 　wi 山 highly　appraised 　pe血   ances ．　These　include　 moderately 　high　Cr忙ical　Parent（CP ）and 　Free

Child（FC ），　high　Nurturing 　P 缸 ent （NP ）and 　Adult （A ），　 and 　moderaIely 　low　Adapted　Child （AC ）．　It　is　possible
that 　more 　 eff ¢ ctive 　 training 　can　thus　be　provided 　if　not 　only 　the　trainee　but　also 　Ihe　trainer　understands 　one

幽
s

ownpersonality

　characteristics ．
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緒 言

　薬剤 師業務 の 高度化 に伴 い ，卒後教育 の 重要性 が ます

ます認識 さ れ始め て い る
D ．中で も卒直後に ど の よ うな

教育を行うか は ，そ の後の薬剤師と して の 成長 を考え る

上 で 無視 出 来 な い 問 題 で あ る．わ れ わ れ は 薬 学 生 お よ び

薬剤師教育に 携 わ る立 場 か ら卒直後教育プ ロ グ ラ ム に つ

い て検討 を重 ね て い く中 で，卒前の学業成績 や 実務実習

の 質 の 違 い と同様 に，薬剤師
一

人 ひ と りの 性 格特 性 の 理

解 が 無視 で きな い 問題 で あ る と考 え た ．薬剤師教育に 客

観的評価基準 と して 性格特性面 か らの 検討 を取 り入 れ た

研究 は ま だ な い ．そ こ で 本研究 で は
，

よ り効果的 な卒直

後教育 プ ラ ン 作成 の ための 基礎研究 と して
， 研究協力薬

局既存 の 教育プ ロ グ ラ ム に 性格特性 を測 る 心理 テ ス トを

組 み 合 せ 性格特性 と薬剤師業務 と の 関 連性 を検討す る こ

とに よ り，卒直後教育の客観的評価基準として の 心理 テ

ス ト導入 の 可 能性を探っ た ．

対 象

　対象 は，平成 13年 4 月〜6 月 まで Q 薬局 で 行わ れ た卒

直後研修 プ ロ グ ラ ム に 参加 した新人薬剤師16名 で ，そ の

内訳 は，女子 13名，男子 3 名 ， 平均年齢 は23歳 で あ っ た。

方 法

　卒直後研 修 プ ロ グ ラ ム は 別表 の よ うな カ リキ ュ ラ ム で

行 わ れ た （Tab 且e　1 ＞．

　 実務研修 に つ い て は薬剤 師生涯研修 の 指標項 目
2）
を参

考 に 1 カ 月毎 の 目標 を設定 し，到達度 に つ い て フ レ ッ

シ ュ マ ン リーダ ーが 評 価 した （Table　2 ）．実務評価得

点は20項目 の達成度評価 の 合計 と した （例 ：20項目 × 評

価 5 ＝100点）．また，対象者 に は 業務 日誌 の 提出が義務

づ け ら れ て い た （Table　3 ）．

　性格特性 を測 る 心理 テ ス トと して は，東大式エ ゴ グ ラ

ム （以 下 ，TEG と 略す）を研 修 開始時 と終了時 の 計 2

回 ，
ま た研修期間中不安 が 高 ま っ て い る 者 も多 い と考 え

られ る た め 不安 を測 る 目的 で 作 られ た State−Trait　Anxi−

ety 　Inventory （以 下，　 STAI と略す）を研修開始時 と 終了

時の 他，期 間中 1 カ 月お きの 計 4 回施行 した．

　エ ゴ グ ラ ム と は，個人 の 自我状態 を批判的な親 の 自我

状態 （Critical　 Parent，以 下，　 CP と略す），養育的 な 親の

自我状態 （Nurturing　Parent， 以下 ，
　 NP と 略す）， 大人の

自我状態 （Adult，以 下，　 A と略す），自由な こ ど もの 自

我状態 （Free　Child，以 下 ，　 FC と 略す），順応 し た 子 供

の 自我状態 （Adapted　Child，以 下 ，　 AC と 略す）の 5 尺

度 に分け，そ れ ぞ れ が 放 出 して い る と思われる 心的 エ ネ

ル ギ
ー

の 量 を チ ェ ッ ク リス トに よ っ て 調 べ ，折 れ 線 グ ラ
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フ で 示 し た もの で あ る．各尺 度 は 20点満点 とな っ て お

り，評価 は尺度得点の 高低 と全体の プ ロ フ ィ
ール に よ っ

て 行 う，CP は責任感 の 強 さ や 自分 へ の 厳 し さ を，　 NP は

思 い や りや 優 しさを，A は 客観的 な 判断力や 現実処理 能

力 を，FC は自己主張 の 強 さ や 明 る さを，　 AC は 依存性

の 強 さ を示 して い る．

　TEG は こ の 理 論を踏 まえ，数量的 に 統計 処理 を 行 っ

た もの で あ り，1984年 に 石川 らに よっ て 完成 した 質問紙

法 に よ る 性 格 検 査 で あ る
3｝．

　STAI と は，　 Spielburgerら に よ っ て 開発 さ れ大村 ら に

よ っ て 邦 訳 され た，不安をもともと個 人 が 持 っ て い る 性

格特性 と して の 不安 （特性不安）と状 況 に よ っ て 引 き起

こ され る 状態 と して の 不安 （状態不安）に 測 り分け る こ

と を 目的 と した 質問紙法 に よ る 不安尺度 で あ る、評価方

法 は特性不安 ， 状態不安 そ れ ぞ れ 20項目 を 4 段 階で 評価

す る もの で ， 採点 は 項 目評価 の 合計 で 示 され る （例 ：20

項 目 × 4 ＝80点）
4）．

結 果

　 1）研 修前 と研 修後 の TEG の 結果 を男女別 に ま と め，

性格特 1生面 に 現 れ た変化を検討し た とこ ろ，各 々 の 平均

は，研修前，女子 CP9 ．5，　 NP15 ．9，　 A 　9 ，FCI4 ，　 AC8 ，9，

男 子 CP12 ，　 NP16 ．7，　 A14 ，　 FC15，　 AC8 ．7，研 修 後，女

子 CP9．5，　 NP15 ．　 A7 ．9，　 FC14 ，　 AC9 ．8，男子 CPI2 ，　 NP

16，A15 ，　 FC15 ，　 ACIO で あ っ た （Fig．1）．

　研修前 は 男女 と も に，NP と FC が高い ，思 い や り（NP ）

は あ る が ，
わ が まま （FC ＞な傾向が 強 い 「M 型」で あ っ

た が，研修後 の 男子 は NP ，　 A ，　 FC の バ ラ ン ス が と れ ，

客観的 な判断力 （A ）もあ る 自己肯定 タ イ プ の 「台形型」

に な っ た．女子 は 大 きな変化がみ られ なか っ た．

　 2）STAI の 特性不安 の 平均値 は 女子40．2点，男 子39

点 で あ り，い ず れ も正 常範囲内 で あ っ た 5｝．本研究 の 対

象者の 平均値をもとに40点以上 を高不安群 ， 39点以 下 を

低不 安群 とし た とこ ろ，低不安群 は 7名 （女子 6名，男

子 1 名），高 不 安群 は 9 名 （女 子 7名，男 子 2名）で あ っ

た．低不安群と高不安群 の各自我状態の得点は，低不安

群，女子 CPI1 ，　 NP17 ．8，　A9 ．8，　FC13 ．3，　AC6 ．3，男子 CP

12
，
NP19

，
　 A19

，
　 FC18 ，　 AC 　6 ，高不安 群，女子 CP8 。3，

NP14 ．3，　 A8 ．3，　 FC ユ4．3，　 ACll ．ユ．男子 CP12 ，　 NP15 ．5，

A12 ，　 FC13 ，　 AC10 で あ っ た （Fig．2 ），

　男女 に 共通 して み られ た 性格傾 向と して は，高不 安群

の 方 が 低不安群 に 比 べ 客観的 な 判断力 （A ）が 低 く依存

性 （AC ）が 高 か っ た．

　 3 ）STAI の 状態不安 の 研 修期 間中 の 変動 を 調べ ，研

修 プロ グ ラ ム と の 相関 を検討 した と こ ろ，研修開始 2 カ

月 後 に状 態不 安 が 高 ま っ て い た （Fig，3 ），研修 プ ロ グ
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　 　 　 　 　 　 　 　 Table 　1，新 人薬 剤 師実 務 研修 カ リ キ ュ ラ ム

【目標】

　入社後 3カ 月で投薬
・服薬指導が で き、保険調剤全般 に つ い て 理解で き

るよ う教育する 。

【店舗研修】

　オ リエ ン テ
ーシ ョ ン終了後、各薬局に仮配属す る （3カ 月間）。

　管理薬剤師は 、1 カ月毎の業務目標 を設定 し、各人 の 達成度を評価する。

また、調剤経験 2 〜 3年の 者が フ レッ シ ュ マ ンリ
ーダー

とな り 、 設定され

た 目標項 目に つ い て 指導す る 。

☆新 人 ・新任 薬剤 師

　 業務 日誌 （交換 日誌 ） を 書 く

☆ フ レ ッ シ ュ マ ン リーダー

　 日誌に コ メ ン トを記入、業務管理表に評価、コ メ ン トを記入

☆管 理薬剤師

　 業務管 理表に評価 、総評を記入

【店舗研修項 目】
・処方箋受付 （患者情報 の 収集）

・疑 義照会 （禁忌、相互 作用他）
・薬 歴簿作成
・服薬指導 （簡潔明瞭、SOAP 方式）

・保険請求業務

※ ロ
ール プ レ イ

　　処方解析 と患者服薬指導

※医薬品知識

・確 認試験

　　 店舗取 り扱い 医薬品、常用医薬品、特 に注意を要す る医薬 品

・
講義

　　 保険制度 、処方解 析、添付 文書の 見方 ・考え 方
・勉強会

　　 新薬、疾患と薬物治療等

ラ ム で は，ち ょ う ど服薬指導 を始 め た 時期 に あ た っ て い

た．

　 4 ）研修期間中の 実務評価 の 平均値 を求 め，60点以 上

を高評価群，59点以下を低評価群 と した と こ ろ，高評価

群10名 （女子 8 名，男子 2 名）， 低 評価群 （女子 5 名，

男子 1名）で あ っ た．特性不安 の 平均値 は
， 高評価群女

子39点，男子39点，低評価群 は女子44点，男子41点 で あ

り，男女 と もに 低評価群 の 特性不安 の 方 が 高 い 傾向 が 見

ら れ た．

　各 自我 状 態 の 得 点 は，高 評価 群，女 子 CPII ，　 NP

l6．6，　 All ，　 FC14 ，　 AC7 ．1
， 男子 CPI2

，
　 NPI8 ．5，　 A15 ，

FC16 ，　 AC 　9 ，低評価群 ， 女子 CP7，8，
　 NP14 ．8，

　 A6 ．2，

FCI4 ，　 ACII ．8，男 子 CP13 ，　 NPI3 ，　 Al2 ，　 FCI3 ，　 AC 　8

で あ っ た （Fig．4 ）．男女 に 共通 して 見 られ た 性 格 傾 向 と

し て は，高評価群 の 方 が 低評 価群 に 比 し て 思 い や り

（NP ）と客観 的 判 断 力 （A ）の 値が 高か っ た．

　女子で は 低評価群 の 方が 依存性 （AC ＞が 高 い 傾向 が 見

ら れ た．

　5 ）研修 期 間 中 の 調 剤 業務 研 修段 階 に お い て の 散剤の

計 り間違えや 錠剤の取 り間違えな どの イ ン シ デ ン トを業

務 日誌よ り調 べ ，イ ン シ デ ン ト有 り群 と イン シ デ ン トな

し群 に分 け た．研 修期 間 中 に イ ン シ デ ン トが あ っ た 者 は

11名 （女子 9名，男子 2名），な か っ た 者 は 5 名 （女子

4名，男子 1名〉で あ っ た ．

　特性 不 安 の 平 均 値 は イ ン シ デ ン トあ り群，女子 41点，

男子43点，イ ン シ デ ン トな し群，女子39点，男子32点 で

あ り，男 女 と もに イ ン シ デ ン トあ り群 の 方が特性不安 が

高 い 傾 向が み られ た．各 自我状態 の 得点 は，イ ン シ デ ン

N 工工
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（Table　1 つ づ き）

【全体研修】

オ リエ ン テ
ー

シ ョ ン （入社時）、

研修 （終 了時） を行 っ た 。

中間研修 （2カ 月 目）、フ ォ ロ ーア ッ プ

【全体研 修 カ リ キ ュ ラ ム 】

☆ オ リエ ン テ
ー

シ ョ ン （5 日間）

・会社概要 ・薬局運営方針
・人事 ・労務管理
・保険薬局業務と関連法規
・薬剤師倫理
・
医薬分業制度と薬剤師の 役割

・一般用医薬品 の解説 （含承認
・許可）

・医療用医薬品の 解説 （含承認 ・許可）
・薬価問題
・医薬品流通の 問題
・医薬品適正使用
・調 剤過誤 と対策 （ヒ ヤ リ ・ハ ッ ト）

☆ 中間研修
・講演 （1）演題 「地域 住民にたよ りにされ る薬局 ・薬剤師」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薬学教員
・
講演 （2 ） 演題 「薬剤 師の 将来は 明 か 暗 か 」

☆ フ オ ロ
ー

ア ツ プ研修

1234

判例か ら学ぶ

モ デル 処方箋を も ち い た薬歴簿記入 の 実際

処方解析が必要な事例 と服薬指導の 留意点

保険請求業務 の 実際 （復習含む）

弁護士

5 ．

  半年 で 身に付い た知識 、技術、仕事 の 流れ、接遇 の 基本 （心を開く話

　　　し方 、聞き方） 人 との 関わ り、患者対話術、

  薬局接遇 7大用語

  接遇 ロ
ー

ル プレイ イ ン グ

　　　 ・よ い 例 、悪 い 例

　　　 ・評価 者 によるア ドバ イ ス

6 ． 高齢者と の 対応
7 ． ク レーム 対応 ・ア ク シ デ ン トの実際

社会人 ・薬剤師と して の マ ナ
ー

と患者接遇の フ ォ ロ ーア ッ プ
・社会人 と して の 常識 ・

マ ナー

・薬剤師の 社会的責任 と使命

好感 の もたれ る薬局接遇

トあ り群 ，女子 CP9 ．8，　NP15 ．7
，
　A9 ．2

，
　FC12 ．8

，
　ACIO ，1，

男 子 CP12 ，　 NP15 ．5，　 Al2 ，　 FC13 ，　 AC10 ，イ ン シ デ ン

トな し群，女子 CP8 ．5，　 NPI6 ．5，　 A8 ．5，　 FC16 ，　 AC6 ．3，

男 子 CPI2 ，　NP19 ，　A19 ，　FCI8 ，　AC 　6 で あ っ た （Fig．5 ），

　男女で共通 して 見 られ た性格傾向と して は，イ ン シ デ

ン トな し群 の 方が あ り群 に 比 して 自己 主 張 （FC ）が 高

く，依存心 （AC ）が 低 か っ た．男子 で は イ ン シ デ ン トな

し群 で 客観的 な 判断力 （A ）が 極 め て 高 い 傾 向 が 見 られ

た．

　 6）研修期 間中 の 実務評価得点の 最高例 と最低例 を取

り上げ，特性不安得点等をまとめ たと こ ろ Table　4 の よ

うに なっ た．TEG プ ロ フ ィ
ー

ル パ タ
ー

ン もグ ラ フ に ま

とめ た （Fig．6 ）．

　評価が高か っ た者 は，特性不安が低 く，エ ゴ グ ラ ム パ

タ
ー

ン も AC 以外 の 尺 度 が 平均点以上 で ，特 に NP ，　 A ，

FC の 値が極 め て 高か っ た．こ の プ ロ フ ィ
ール は，責任

感 （CP）が強 く，思 い や り （NP ）もあ り，客観 的 な 判 断

力 （A ）も高 く，か つ 明 る い （FC＞タ イ プを示 して い る．

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Society of Pharmaceutical Health Care and Sciences

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Sooiety 　of 　Pharmaoeutioal 　Health 　Care 　and 　Soienoes

医療薬学 Vol．29，No ．1 （2003）
51

Table　2．業務 目標例 （平成 13年 4 月末現在）

　 1 ．調剤室 の 始業準備が で き る

　 2 ．調 剤内規 を理 解 して い る

　3．調剤業務 の 流れが理解で き る

　4 ．適当な大きさ の 薬袋を選び、作成で き る

　 5．処 方 せ ん に応 じ た 調 剤 が で き る （総 合 評価 ）

　6 ．錠剤
・カ プセ ル 剤 ：規格、服用個数 ど お り に 調剤 で き る

　 7．散剤 ： ヒ
ー

ト品 とパ ラの 区別がつ き、処方 量どお りに調剤 で きる

　8 ．内用液剤 ：容器 の 選択が で き、処方量 どお りに調剤 で き る

　9 ．外用剤 ：剤型、含量、使 用 量 どお りに 調 剤 で き る

10 ，簡単な監査、投薬がで きる

11 ，採用医薬品 を覚え て い る

12 ．保険制度 を 理解 し、レセ コ ン 入力が で き る

13 ．閉店業務ができる

14 ．医療人 （薬剤師） として の 自覚があ る

15 ．処方箋発行医療機関 に つ い て 理解して い る

16 ．薬局 の 特性を理解 し、チーム の
一

員として の 自覚をもつ

17 ．会社に つ い て 理解 して い る

18 ．ビジ ネ ス マ ナ ーを 心 得 て い る

19 ．規律性が あ る

20 ，責任性が あ る

達成度を 5 段階で 評価 し、そ の 総計を実務評価得点と し た。

一
方，評価 が低か っ た者 は ，特性不安が 高 く，CP ，　 A ，

FC が 平均よ り低 く，NP ，AC が 高 か っ た，こ の プ ロ フ ィ
ー

ル は，思 い や り （NP ）は あ る が ，依存性 （AC ）が 高 く客

観的な判断力 （A ）が 低 く自己主張 （FC ）が弱 い タ イプを

示 して い る．

考 察

1． エ ゴ グラム か らみた性格傾向

　
一

般的 に 理想 の 医療従事者 に必要な性格特徴 は や さ し

くお もい や りの あ る，エ ゴ グ ラ ム で い うと NP が優勢の

「へ の 字型」の プ ロ フ ィ
ー

ル と さ れ て い る
6），薬剤師と

い う仕事 は，そ れ に 加え て薬 とい う化学物 質を扱う訳 で

あ る か ら，事実に基づ い た冷静 な 判断能力 で あ る A も

高 くな け れ ば な ら な い だ ろ う．ま た，ち ょ っ と した ミ ス

も重大 な 事故 に つ な が る 危険性 が あ る の で
， 自分 に 厳 し

い CP もあ る 程度必要 で あ る し，
一

人 ひ と りが責任 を

持 っ て 担 う仕事 で ある か ら，依存性 が 高す ぎて は 困 る，
エ ゴ グ ラ ム で い え ば AC は低め の 方が 望 ま しい で あ ろ

う．

今 回 対象とな っ た 新 人 薬 剤 師16名の 研修前 の 平均 プ ロ

フ ィ
ール は，結果 に 示 し た ように NP と FC が 高 く，CP ，

A ，AC が 低め の 「M 字型」 で あ っ た．こ の プ ロ フ ィ
ー

ル パ ターン は
， 思 い や りは あ る が わ が ままな面があ り，

規則 や 現実 の 状況 に 関係 なく行動 しがちな性格傾向を表

し て い る．大人 の 自我状態 で あ る A を育 て る こ と に よ

り，自分 自身の 感 情 に コ ン トロ ー
ル が効 くよ うに な り，

一
人前 の 杜会人 と して の 自覚が芽生 えて くる と考えられ

る ．3 カ 月 の 研修後，男 子 に は A 値 の 上 昇 が 若 干 見 ら

れ ，NP ，　 A ，　 FC の バ ラ ン ス が とれ た プ ロ フ ィ
ール を 示

した．そ れ に 対 し て 女子 は 逆 に A が 若干 下 が り 「M 字

型 」 の まま だ っ た．女 子 に比 べ る と男 子 の 方 が ，社 会 人

と して の 自覚が 早 く芽生 える 傾向が 示唆さ れ た ．研修前

後 の エ ゴ グ ラ ム の 変化か ら，3 カ 月 と い う短 い 期間 で も

研修効果が 性 格面 に も現 れ る こ とが 示唆 さ れ た ．ま た
，

今回 は対象と な っ た男子 の 人数 が 極 め て 少ない た め 今後

対象人数を増 や して 男女差 に つ い て もさらに 検証 を行 っ

て い く予定 で ある．

2． STAI か らみ た性格傾向

　STAI の 特性不安 の 男女平均値 の 比較で は，女子 の 方

が不安が高い 傾向が み られ た が ，全体 と して は 正 常域内

で あ っ た．

　特性不安 を もと に した エ ゴ グラ ム 比較 で は
， 高不安群

の 方 が 低不安群 に 比 して 合理性，客観性 （A ）が低 く依

存性 （AC ）が 高 か っ た ，特性不安 の 高 い 者 は ，新 しい 環

境に入 っ た時自分 自身 に 余裕がな くなり，物事を客観的

に 見た り冷静 に判断す る こ とが難 しくな る とい われ て い

る
7）．そ の 結果 A とい う合理 性や知性，理性，冷静 さ を

表わす大人 の 自我 が 影響を及ぼ され ，得点が 低くな っ た

と考えられる ．また，不安が強 い こ とから周囲 （今回の
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Table　3，業 務 日誌

月 2伊日 （丈 〉曜 日 業務開始時間 業務終了時間

氏
　
名

彡こoo ／7 ご20．

指

導

者

印

主な業務
・習得し た もの

’
な　　　 。　　 ノ　　　 ー　　　 一唱s

・ 。 1　 弗　 鴇 ク ．プ　　　　　
’ 壷

　ム 　　 監

・　　歴　　レ，　 ぐ 却

　　　び
’

・在 　　
覧 ミ ．　　 肩 訊
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・
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’
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・
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’　 噛1
し
一
　 一‘イ

　 　
亀r い　　　　 た

”
昧 話　　訓

確 認 した い こ と ・疑問点 な ど

、
1F
　 　 　 へ ＝ 　 　　 　 　 顧 ・・　 砂 ：　

《
ろ

、
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・
　 る，が
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、
　 　 　 　

鳳
　　　　

、
　　　 丶 1　　　　　　　　　　　　 ↑ レ 1

’
　　 气レ

リ
ー

ダ
ーか らの 批評 ・注意点 （必 要があれ ば記入）
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尺 2 ・・齪 う ・

班 あ 翻 　
”
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《
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「

　　 」、 彡
「

｝ 尺

い ヲ　　 「
’
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’
魔 」 κ れ7 ‘・享
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塀 ．λ痺 が 吻 夛ヲ 厚 舞 了
「

糺 尺勢の こ 疏 卿 ヲヲ

　 20

　 18

　 16

　 14

　 12

〔点）10

　 　 8

　 　 5

　 　 4

　 　 2

　 　 0

’○一研修 前 〔女｝

一
■ト 研修 前 （男）

一
血
一

研修後 （女）

一
◆
一

研修後 〔男）

CP　　　　　　　　　NP　　　　　　　　　A　　　　　　　　　FC　　　　　　　　　AC

各尺度 （CP，NP，A，FC，AC ）の得点を 20 点 満点で示 した。

　　　　　　Fig．1．新人 薬剤師平 均エ ゴ グ ラ ム
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CP NP　　　　　　　　 A　　　　　　　　 FC

Fig．2．特 性 不 安の 高低 と性 格傾 向

一
●
一

低 不安麟 （女 ）

r
●
一

低 不安群 （男）

一含一高不安群 〔女）

一◆一高不安群 （舅）

AC

　　 20

　 　 18

　　 16

　 　 14

　　 12

（点）
　 　 10

　　　 8

　　　 6

　 　 　 4

　　　 2

　　　 0

1回 目 　　2回 目　 　　 　　 　 3 回B 　 　 　　 　　 4 回 目

Fig．3．研修期間中の 状態不安の 変動

一
●一低不安群 （女）

＋ 低不安群 （舅）

一血一高不安群 〔女）

一
◆一高不安群 （男 ）

CP 　 NP　　 　　　　 A 　　　　　　 FC　　　　 　　AC

Fig．4．調 剤 実務 の 習得 度 評 価 と性 格 傾 向

一●一高評価群 （女）

＋ 高評価群 （男）

一壷一低評価群 （女）

一
◆
一

低評価群 （男）
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　 　 0

CP NP A FC

Fig．5．イ ン シ デ ン トの 有 無 と性 格傾 向

Table　4．代 表例 プ ロ フ ィ
ー

ル

＋ あ り （女 ）

一噌一
あ り （男 ）

＋ な し （女 ）

一〇一な し （男）

AC

性別 年齢 評 価 特性不 安 イ ンシデ ン ト CPNPAFCAC

高評価例 M238132 0 121919186

低 評価 例 F224853 禍 7146713

CP ：

NP ：

A ：

FC ：

AC ：

批判的な親の 自我状態

養育 的な 親 の 自我 状 態

大人の 自我状態

自由な 子供 の 自我状態

順応 した 子供の 自我状態

　 　 20

　 　 18

　 　 16

　 　 14

　 　 12

（点） 10

　 　 8

　 　 6

　 　 4

　 　 2

　 　 0

CP NP 　　　　　　　　 A 　　　　　 　　　 FC

Fig．6．代 表的 エ ゴ グ ラ ム パ ター
ン

AC

→ 一
高評価傍

一
●
一

低評価例

場合 は フ レ ッ シ ュ マ ン リーダーな ど）に依存す る 傾向が

強 くなり AC の 得点が 高くな っ た と考え ら れ る．

3， 研修プ ロ グラム と状態不安 の 変動

　研修期 間 中の 状態 不 安 が ，研 修 開 始 時 よ り も実際 の 服

薬指導 に 関 わ る よ うに な っ た 頃 に強 ま っ て い た．看護学

生を対象 と した研究 に おい て も，臨床実習 直前に は状 態
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不安が 高 ま る傾 向が 指摘 され て お り
S）
，直接患者 と接す

る業務 は
， 新人薬剤 師に とっ て も精神的緊張負荷へ の影

響が高 い こ とが推察され る．もともと不安に な りや す い

傾 向 を持 つ 者 に は，こ の 時 期 に個 別 の メ ン タ ル サ ポート

をする こ とが ，教育効果を高め る 上 で も意味 の あ る こ と

が 示唆 され た．

4． 実務評価 と性格傾向

　研修期間中の 実務評価が 高 か っ た 群 は 低 か っ た 群 に比

し て ，A と NP の 値が高か っ た．　 A は先に述 べ た よ うに

合 理 性 や客観性を表わ し，こ れ が 高い もの は 物事に対 し

て客観的 で適応性 が あ り，物事へ の 対応 は 能率的 で あ る

とさ れ て い る．一
方，NP も先 に述 べ た よ うに 医療 者 と

して の 思 い や りや や さ し さ を表わ す の で ，NP が 高 け れ

ば 患 者 に対 して も周囲の ス タ ッ フ に 対 し て も受容 的 な態

度 で い られ る．患者 に 顔 の 見える存在 となっ た薬剤師 と

して ，必要不可欠な要素 とい え る で あ ろ う．ただ し，今

回の 実務評価 の 方法は 主観的な側面 も強か っ た の で，今

後 さらに 業務習得度を客観的 に評価で きる 尺度作成の 必

要性が示唆 された．

5．　 イ ン シ デ ン トの有無と性格傾向

　研修期間中 イ ン シ デ ン トが あ っ た 群 と なか っ た 群 で

は
， なか っ た群 の 方が男子 で は特 に A が高 く，男女 と

も AC が低 か っ た，　 A の 高 さは 上述 した ように，冷静な

判断力 や 処理能力 の 高 さ を表 わ し，AC の 低 さ は 自立性

を表す の で
， イ ン シ デ ン トがなか っ た群 は，どん な状況

下 で も冷静 に 行動 し，自分 自身 で 責任 を持 っ て 業務 を こ

な して い る と考え ら れ る．最 近 問 題 とな っ て い る 医療事

故 に お い て もヒ ュ
ーマ ン エ ラーの要素は大きい とい わ れ

て い るが，今回の結果か ら もイ ン シ デ ン トの 発生 に性格

的 な 要 因 が 関 っ て い る こ とが あ る 程 度 示 唆 さ れ，ヒ ュ
ー

マ ン エ ラー
予防 の た め 性格特性 に 配慮 した 薬剤師教育 の

可 能性 に つ い て ，今後も検討を重 ね て い きた い ．

6．　 プロ フ ィ
ール の 具体例 に つ い て

　研修期 間中 の 実務評価 の 最高例 と最低例 をあげエ ゴ グ

ラ ム プ ロ フ ィ
ール を 比 較 す る と，高 い 評価 を 受 け た 例

は ，特性不安 も低 く，CP は ほ ど ほ ど に あ り，NP ，　 A ，

FC が 高 くAC が 低 い ，つ ま り，規律性 や 責任感 もあ り

（CP ）， 医療者 と して の 暖か さ （NP ）や ， 冷静な判断力 を

持ち （A），か つ 自分 の 考 え もきちんと主張 で き （FC），

周 りに 甘 え す ぎな い （AC ）と い う理 想的な プ ロ フ ィ
ー

ル

を示 して い る．エ ゴ グ ラ ム の 創始者 で あ る ジ ョ ン ・M ・

55
デ ュ セ イ は 望ま しい エ ゴ グ ラ ム の 形 の

一つ と して 全 体 の

バ ラ ン ス が とれ た 「平 ら型」を挙 げて い る
9｝．一

方，低

い 評価を受け た 例 は，特性不安が 高 く，CP ，　 A ，　 FC が

低 く，
AC が 高 い と い う NP を 除 い て ま っ た く逆 の プ ロ

フ ィ
ー

ル に なっ て い る．思 い や りや や さ しさ （NP ）はあ

る の だが ，現実的 な処 理 能力 （A ＞が 低 く，自分 に も自

信がない （FC ）の で 依存心が 強 くな っ て し ま う傾向があ

る．こ の こ とか ら，TEG の プ ロ フ ィ
ール よ り得 ら れ た

新 人 薬 剤 師の 性 格傾 向と業務評価得点 の 間 に も相関 が み

られ た．

7． 性格特性 を考慮 し た卒直後教育 の 可能性

　今回 の 調査 か ら， 性格特性 を測 る 心理 テ ス トで あ る

TEG を 用 い る こ と に よ り，薬剤 師 （医療人） と して の

望 ま し い 性格傾向 と，イ ン シ デ ン トの 多寡 や 業務評価 の

高低 との 相関が示 め さ れ た，卒直後の薬剤師教育に お い

て は ，学術面 で の 質を上 げ る （薬学の 専門 知識 ，英語読

解力等）教育が 必須 で あ る と 同時 に，一
人 ひ と りの 性格

特性を活か した 教 育も重要 で あ る，今回採用 した TEG

を客観的 評価基準 の
一助 と して 薬剤師教育 に 取 り入 れ る

こ とに よ り， さらに 充実 した 卒直後教育が実施 で きる 可

能性が 示唆され た．
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