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　The　aims 　of 　this　study 　were 　to　clarify 　the　present　situation 　of 　the　hand 且ing （e．g．　storage ，　administration 　and 　preparation）
of　injections　by　nurses 　in　hospital　wards 　and 　to　find　out 　what 　kind　of 　drug　infor　lation 　on 　injecIions　should 　be　provided　to
hospital　 nurses ．　The　questionnaire　survey 　targeled　hospital　nurses 　 in　Toyama 　Medical　 and 　Pharmaceutical　University−
affiliated 　hospitals，1I　consisted 　of 　mu 且tip且e−choice 　questions　on 　ways 　of 　shielding 　injections　against　light，　the　use　of　injec−
tion　filters，　 selection 　of 　non −adsorptive 　cannulae ，　preparation　 of　anti−cancer 　injections　and 　necessity 　 of 　drug 　info  ation 　on

injections・Nurses　who 　filled　out 　the　questionnaire　remained 　anonymous 　and 　their　responses 　were 　analyzed 　for　all　the　nurses

together　and 　by　length　of 　service 　as 　a　nurse ，　Of　the　ninety −three　percent　of 　the 　nurses 　who 　responded 　to　the　questionnaire
（264〆285），99％ paid　careful 　attention 　to　shielding 　against 　light　during　storage 　but　more 　Ihan 　50 ％ of 　them 　were 　not 　able

to　make 　 a　clear 　distinction　between　photo−degradability　during　administration 　 as　a　drip　 and 　 storage ．　Ninety−one 　percent　of

the　respondents 　knew 　which 　injections　should 　be　filtered　and 　which 　should 　noL 　Conceming　injections　using 　non −adsorptive
cannulae ，　the　preper　tubing　 was 　 selecIed 　by　95％ of 　nurses 　 with 　 more 　than　2　years　of 　service 　and 　by 　65％ of　Ihose　with

less　than　2　years　of 　service ．　Nine　percent　of 　the　respondents 　were 　not 　concemed 　about 　the　effect 　of 　exposure 　to　anti −cancer
drugs　during　preparation　on 　their　future　hea且th．

　In　conclusion ，　our 　survey 　revealed 　that　hospitals　need 　to　provide　more 　information　on 　the 　handling 　of 　injections　to　nurses

as　well 　as　more 　drug　information　pertaining　to　injections．
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緒 言

　最近，頻繁 に報道 され る医療事故の 多 くは，医薬品の

取 り違 え，用 量 ・用 法の 間違 い な ど，誤薬 に よ る もの で

あ る．こ の よ うな医薬品関連 の 医療事故は，薬剤師が よ

り深 く関与す る こ と に よ っ て，未然 に防 ぐこ とが ロ∫能で

ある と考え られ る．例えば竹内らは，院内で発 生 した イ

ン シ デ ン トの うち，約 4 割が 薬剤 に 関 連す る もの で あ っ

た と報告 して い る
1丿．特に 注射薬に つ い て は，内用薬 や

外用薬 と は異 な り，血 中濃度の 上 昇 が 速や か で ，発現 す

る効果も強い た め，その 取扱い に は 十分な注意 を払 わ な

け れ ば な ら な い ．名 徳 は，病 院 薬 剤 師が 内 ・
外 用 薬 同

様，注射薬業務 の 処方監査，混合調製を含め た 調剤，配

薬とい っ た各プ ロ セ ス で 積極的 に 関与す る こ とに よ り，

注 射 薬 に よ る 医療 事故 を未 然 に 防 止 す る こ とが 可 能 と

なっ たと報告 して い る
2／．川 村 らの 平成ユ1年度厚生科学

研究 「医療の リ ス ク マ ネ
ージ メ ン トシ ス テ ム 構築 に 関 す

る 研究」 に お い て は，看護 の ヒ ヤ リ ・ハ ッ ト事例 の 分 析

結果 に よ り， 注射 ・点滴 ・IVH に 関す る 事例 が 全事例

の 31．4％ を占 め て い る こ と が報告 され て い る
3／．し た

が っ て ，注射薬の 使用 に 際 し て は ，薬剤師が 医療従事者

に 対 して 適 正 か つ 安全 に 使用するため の 情報を提供する

こ とが 必 要不 可 欠 で あ る．富 ［Il医 科薬科大 学 附属病院（以

ド，当院と略す）で は，各病棟を担当す る薬剤師が 薬剤

管理 指導業務 を実施す る 際 に，医師 ・看護師に 対 して注

＊
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射薬 の 保 管，調製 お よ び投与時の 注意事項 に 関す る 情報

を提供 して い る．しか し，現状 として はすべ て の病棟 に

薬剤師 を 配i す る の は 人的資源 の 問 題 か ら不 可 能 で あ

り，約半数 の 病棟 に しか病棟担当 の 薬剤師は 配置さ れ て

い な い ．当院で は，注射薬 は 実際 に使用す る 医師や 看護

師だけで取り扱われ て い る こ とが 多く，薬剤師による監

査 が 行 き届 い て い な い の が こ れ まで の 現実 で あ っ た ．

　注射薬 に つ い て 看護師 を対象 に した ア ン ケ
ー

ト調査 で

は，業務 の 評価
4．51

や意識調査
6丿

お よ び リス クマ ネ
ー

ジ メ

ン ト
T・S／

に 関 す る も の が 報 告 さ れ て い る ．し か し，病棟

に お け る 注射薬 の 取扱 い の 実態 を調査 した 報告 は 少な

く，病棟に お い て看護師か ら求め ら れ る 注射薬 に 関す る

情 報 もあ ま り明 ら か に は され て い な い ．そ こ で 今 回 わ れ

わ れ は，病棟看護師を対象に した ア ン ケ ート調 査 を 行

い ，注射薬が取り扱われて い る現場の認識を明 らか に し

た．そ の 結果 に基づ い て 病棟 にお け る 注射薬 取 り扱 い の

現 状，現 場で 求 め ら れ て い る 情 報お よ び 発 生 し て い る 問

題点 に つ い て 薬剤師の 立場から検討 した．

方 法

　ア ン ケート調査 は，
’ii

院 の 全 診療科（第 1 内科，第 2

内科 ，第 3内 科 ，皮 膚科 ，小 児科 ，神経科精 神科，放 射

線科，第 1外科，第 2外科，脳神経外科，整 形外科，産

科婦 人 科，眼 科，耳鼻咽喉科，泌 尿 器 科，麻酔科，歯科

口 腔 外科 お よ び 和 漢 診療部 ）の 病棟 看護 師285名 （2003年

4 月か ら勤務の 新人看護師を除 く）を対象に して，2003

年 4 月14日か ら同月23日 まで の 間に 実施 した，ア ン ケ
ー

トの 形式 は ，無記名 で 看護師歴 の み を最初 に 問い ，選択

肢 お よ び記述回答式 と した．調査内容 に は 「遮光保存 す

る 注射
．
薬 の 取扱 い 」，「輸液 フ ィ ル ターを使用す る場合の

注射薬 の 取扱い 」，「投与 ル ートを区別 しな け れ ばな らな

い 注射薬 の 取扱い 」，「抗悪性腫瘍薬の 取 り扱い 」 お よび

「注射薬 に 関す る情報収集」 に関す る内容に つ い て 質問

した．各設 問 に対 して 得られ た 回 答 は看護師全体 と看護

師歴 別 に 集計 した．なお ，設 問 「注射薬 に関 す る 情報収

集」中 の 注射薬 の 溶解や 混合の 可 否な ど につ い て 疑問が

生 じた場 合の 情報収集 の 方法 に つ い て は 「自分 で 調 べ

る 」，「他 の 看護師 に 聞 く」， 「医師 に 聞く」お よ び 「薬剤

師 に 聞 く」の うち， 頻度 の 高い もの か ら順 に 4 〜1点 の

点数 をつ ける こ と と した．

結 果

　実際の ア ン ケート内容 と選択肢 で の 回答結果 を合 わせ

て Tab 且e　1 に 示 した．なお ，記 述 回 答 の 内 容 に つ い て は

本文中の 結果 に 記 し た．回収率 は92．6％ （264名）で あ っ

た．看護 師歴 の 内訳 に 大 き な 偏 り は み ら れ な か っ た

639

（Fig．1）．

1． 遮光保存する注射薬につ い て

　遮 光 保 存す る 注射薬 を病棟 に 保管 し て お く場 合，ケー

ス や引出 しに 入れ る な ど して
， 光があたらない ように気

をつ け て い た の は看護 師全 体 の 98，8％ で あ っ た，しか

し，点滴時の 遮光に つ い て は，「保管時 に 遮光保存す る

もの は す べ て 」 に行 っ て い る の が 37．4％ ，「バ イ ア ル や

ア ン プ ル が 褐 色 の も の は す べ て 」 に 行 っ て い る の が

10．7％，「調べ た上 で点滴時の 遮光が 必要 な もの だ け」

に 行 っ て い る の が 45．9％ で あ っ た （Table　l ）．また，「保

管時 に遮光保存す る もの は すべ て」，「バ イ ア ル や ア ン プ

ル が 褐色 の もの は すべ て 」 と回答 した看護師 の 割合は薬

剤 師が 配 置 され て い る 病棟 と さ れ て い な い 病棟 で ほ ぼ 同

じで あっ た．

2． 輸液 フ ィル ターを使用す る注射薬 に つ い て

　 フ ィ ル タ ーに 通 す べ き注 射薬 や通 して は い け な い 注射

薬を取 り扱 う際 区別 して取り扱 っ て い た の は看護師全

体 の 90．9％ で あ っ た ．そ の 区 別 の 際 に，最 も よ く参 考 に

して い た の は フ ィ ル タ
ー

メ
ー

カ
ー

が提供して い る 「投与

ル
ー

トポ ス タ
ー
」 で ，次 い で 「薬剤師 に 聞 く」，「添 付 文

書」 が多か っ た．ま た，区別 して 取 り扱 っ て い な い 看護

師 の 理 由 は，「区 別 しな け れ ば な ら な い 注射薬 の 種類 が

わ か ら な い か ら」が 79．1％，「区別す る理 由が わ か ら な

い か ら」 が4．2％，そ の 他 の 理 由 は 16．7％ で ，そ の す べ

て が 「三 方 活 栓 が フ ィ ル タ ーの 下 につ い て い る た め 気 に

して い ない 」で あ っ た（Table　l）．また，「区別 しなけれ

ば な らない 注射薬 の 種類が わ か ら ない か ら」，「区別す る

理由が わ か ら ない か ら」 と回答 した看護師の ほ とん どが

薬剤師が 配置 さ れ て い な い 病棟 の 看護師で あ っ た．

3． 投与ル ートに つ い て

　非吸着 ル ートを用 い な け れ ば な らな い 注射薬 を 区別 し

て 取 り扱 っ て い た の は看護師全体の9L7 ％ で あ っ た，し

か し，看護師歴別で み る と，非吸着 ル
ー

トに つ い て 「わ

か ら な い 」 と回 答 し た 割合は
， 看護師歴 2 年未満で は約

15％ を占め た．看護師歴 2 年以 上 で は，非吸着 ル ートを

用い る注射薬 を 「区別 して 取 り扱 っ て い る」 の は，どの

群 で も95％ 前後 で あ っ た （Table　l，Fig．2）．ま た，非

吸着 ル ートを区別せず取 り扱 っ て い る看護師の 理 由は ，

「区 別 しな け れ ば な ら な い 注 射薬 の 種類 が わ か ら な い か

ら」が 50．0％，「区別す る 理由が わか らな い か ら」が
・

12．5％
， そ の 他の 理 由は 37．5％ で ，そ の すべ て が 「すべ

て 非吸着 ル
ー

トを使 っ て い る か ら気に して い な い 」 で

あ っ た （Table　1）．ま た，区 別 し な け れ ば な ら な い 注 射

薬 の 種類が わ か ら な い か ら」，「区別す る理 由が わ か ら な

い から」 と回答 した看護師の ほ とん どが 薬剤師が 配置 さ

れ て い な い 病棟の 看護師で あっ た ．
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Table　1．実際の ア ン ケ
ー

ト内容 お よ び 回答 結果

1 ．遮光保存す る注射薬に つ い て お尋ね します。
　　1）．病棟に 保管 してお く場 合、ケ

ー
ス や引出 しに 入れ るなど して 光が あた ら ない ように 気をつ けてい ますか ？

　　　　   気をつ けて い る　　　 　　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　 98．8％
　　　　   気をつ け て い ない 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 　 0．8％
　　　　   記 載な し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，4％

　　2 ），1 ） で 「気をつ けて い ない 1 と答えた方にお伺 い します。それ は どうして ですか ？

　　　　  遮光保 存 しな ければな らな い 注射 薬の種類がわか らな いか ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66．7％
　　　　   遮 光す る理由がわか らない か ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33．3％
　　　　   光 があた っ て も品質に は そ う影響 ない と 思 うか ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0．0％
　　　　   手 間が か か る か ら　　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 0．眺
　　　　  そ の他 （　　　　　　　　　　 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0．0％

　　3 ）．点滴時に も遮光が必要 なもの と必 要で ない もの が あります が、あなたぱ どの よ うな注射薬を点滴時に 遮光 して い ますか ？

　　　　   調べ た上 で 点滴 時の 遮光が必要な もの だけ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45．9％
　　　　   保管時 に遮 光保 存する もの は すべ て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37，4％
　　　　   バ イア ル や ア ン プル が褐色の もの はす べ て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10，7％
　　　　   医師の 指示 が あ っ た もの だ け　　 　　　 　　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　 0．フ％
　 　　 　   その 他 （　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 ）　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 5，3％

2 ．輸液 フ ィ ル ターを使 用す る場 合に つ いて お尋ね します。
　　 1）．フ ィ ル ターに通 すぺ き注射薬や 通 して は い け ない 注 射薬 を区別 して 取 り扱 っ て い ますか ？

　　　　   区 別 して 取 り扱 っ て い る

　　　　   区別せず取 り扱 っ て い る

　　 　　   記載な し

2 ）．1）で 「区別 して取 り扱 っ て い る」 と答 えた方 にお伺い します。区別 する際に 何を参考に して いまず か ？

　　   投 与 ル ートポス ター
　　   添付 文 書

　 　   看護 師向けの 参考書

　 　   薬剤 師に 聞 く

　　   経験 に 頼っ て い る

　　   何も参考に して い ない

　　   その 他 （　　　 　　　 　　　　 ）

3 ） ，1 ）で 「区別せ ず取 り扱 っ て い る」 と答えた方 にお伺 い します。それ はどう して で すか ？

　　   区別 しなければな らな い注射薬 の種 類がわか らな いか ら

　　   区別 する理由がわか らないか ら

　　   区別 しなくて もそ う影響ない と思 うか ら

　　   手間が か かるか ら

　　   その 他 （　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

3 ．投与ル
ー

トに つ い て お尋ね します。
　　 1 ）．非吸着ル

ー
ト （ニ トロ グ1

丿セ リン用、
　 　　 　 取 り扱 っ てい ますか ？

　 　　 　   区 別 して取 り扱 っ て い る

　 　　 　   区 別 せ ず取 り扱 っ て い る

　　　　   わか ら ない

　　　　   記載な し

90．9％
8．0％
1，1％

（複数回答可 ）
　　 　 　 61，0％
　　 　 　 30，3％
　　　　　6．8％
　　　　 40．9％
　　　　 17．8％
　　　　　0．0％
　　　　 11．7％

PVC フ リ
ー

ル
ー

トなど） を用 い な ければな らな い注 射 薬を区別 して

2 ）．1 ） で 「区別せ ず取 り扱 っ て い る」 と答 え た 方に お 伺 い し ます 。そ れ は ど うして で すか ？

　 　   区別 しなけれ ばな らない 注射薬の 種類がわ からない か ら

　 　   区別す る理 由がわか らない か ら

　　   区 別 し なくて もそ う影f な い と 思 うか ら

　　   手 間がか か るか ら

　　   その 他 （　　 　　　 　　　　 　 ）

4 ．抗悪 性腫瘍薬に つ い て お尋 ね します。
　　1 ） ．杭悪性腫癌薬 を調製 する際、どの よ うに して い ますか ？ （複数回答可 ）

　 　　 　   マ ス ク をして い る

　　　　   手袋を して い る

　　　　   保護 メ ガ ネ をしてい る

　　　　   保護 キ ャ ッ プを して い る

　　　　   作業用シ
ー

トを敷い て い る

　 　　 　   何も して い ない

　　　　   そ の 他 （　　 　 　　 　 　　 　 　 ）

（看護師が抗癌剤を調整し て い る病棟）

2 ＞ ．調 製する 際に以 下 の もの で経験 した こ とが あれ ばO をつ けて くだ さい （複数 回答可 ）。（看護師全体）

　　   手指 な どの 皮膚に 付 く

　　   目に入る

　　   調整 台や床に ご ぽす

　　   薬液 の入 っ た針を指に 刺す

79．1％
4，2％
0，0％
0，0％
16．7％

91．7％
3．0％
4，9％
0，4％

50．0％
12．5％
O．O％
0．0％
37．5％

13，6％
94，9％
0．O％
0，0％
0．0％
5．1％
0．0％

40．2％
3，0％
40，2％
0．8％

3 ） ．抗悪 性腫 瘍薬に 暴露 され た場合、健 康上 悪影響が あ ると思 い ます か ？ （看護師全体）

  思 う

  思わ ない

  記載 な し

％
％

％

8111998
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Tab ］e 　L の つ づ き

5 ，注 射 薬業 務の 情 報収集 に つ い て お尋 ね します。
　　 1），注射薬の 溶解、混合の 可 否な どに つ い て 疑問が生 じた 場合は ど うして いますか ？

　　 　　 頻 度 の 高 い もの か ら順 に 4 〜1 の 点数を 〔〕内に つ けて くだ さい 〔頻度 が高 い 4 →低い 1 ） 。
　　　　   自分で 調ぺ る

　　　　   他の 看護師に 聞〈

　　 　　   医 師 に 聞 く

　　　　   薬剤 師 に 聞 く

　　 2 ）．注射薬 業務 全般に 関 して 何か 参考 に して い る もの があ りま す か ？

　　　　   あ る

　　　　   ない

　　 　　   記載な し

　　 3）．2 ）で 「ある」 と答えた方に お伺い します．何を参考に して います か ？ 〔複 数回答可）

　　 　　   院 内医 薬 品集

　　　　   市販の 医薬品集

　　 　　   看護師 向けの 参考 書

　　　　   添 付 文 書

　　　　   その 他 （　　 　 　　 　　 　 　　 ＞

　　 4 ）．注射薬に 関す るこ とで 薬剤部 に 問い合 わせ を した こ とが あり ます か ？

　　　　   ある

　　　　   な い

　　　　   記載 な し

　　 5 ） ．4 ） で 「ある」 と答 え た方に伺 い ま す。何に つ い て 問 い 合わ せ を しま した か ？ （複数 回答 可 ）

　　　　   注 射薬 の 混 合に よ る配 合 変化

　　　　   用 時溶 解する注射薬の 溶解液の 種類

　　　　   用 時溶解する注射薬の 溶解後の 安 定性

　　　　   点滴時の遮光の必要性

　　 　　   フ ィ ル タ ーの 透過 性

　　 　　   ル ートへ の 吸 着

　　　　   投与速度
　　 　　   希釈濃度

　　　　   保管方法

　　　　   その他 （　 　　 　 　　 　　 　 　 ）

　　 6 ）．今後薬剤部か らどの よ うな情報提供 を希望 します か ？　（複数回答可 ）

　　　　   注 射薬の 混 合 に よ る配 合 変化

　　 　　   用 時溶 解す る注 射 薬 の溶 解液 の種 類

　　 　　   用時溶解す る注射薬 の溶 解後 の 安定性

　　 　　   点滴時の 遮光の 必要 性

　　　　   フ ィ ル タ
ー

の 透過性

　　　　   ル ートへ の 吸着
　　 　　   投与速度

　　 　　   希釈濃度

　　　　   保管方法

　　 　　   その 他 （　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 ）

　　 7 ）．院 内で 発生 した配合変化 などによる様 々 な トラ ブル （何 と何 を混ぜて ど うな っ たか等）の 状況 を提供 して い ただき、
　　 　　 その 情報 を共有 して い きたい と考 えて おります が、こ れ らの 情報を活用 し たい と思 い ますか ？

　　　　   是非活用 した い

　　　　   活用 した い

　　 　　   活用 しな くて もよい

　　　　   記載な し

6 ．その 他、ご意 見 があ りま した らお書 き くだ さい 。

〔 〕

667点
866点
44ア点
611点

78，4％
21，6％
0．0％

67．0％
26．5％
11．O％
44．7％
4．2％

81，5％
17．4％
1，1％

62．9％
25．8％
36．7％
28．0％
25．8％
16．3％
5．7％
14．O％

32．2％

1，1％

76．5％
37、9％
50．4％
61．4％
55．7％
41．7％
33．3％
17．O％
39，8％
2．7％

66．9％
31．6％
0．O％
1．5％

4． 抗悪性腫瘍薬に つ い て

　 当院 で は，抗 悪 性腫瘍薬 の 調製 を医 師が 行 っ て い る病

棟 と，看護師が 行 っ て い る 病棟が あ る．看護師が抗悪性

腫瘍薬 を実際 に 調製 して い る 3病棟（59名）で は，抗悪性

腫 瘍 薬 を 取 り扱 う際，曝 露 し な い た め に 行 っ て い る こ と

は，「手袋をして い る 」が94．9％，「マ ス クを して い る」

が 13．6％，「保讓iメ ガ ネ を して い る 」や 「保護 キ ャ ッ プ

を して い る」お よ び 「作業 用 シ
ートを 敷 い て い る 」 が

0．0％，「何 も して い な い 」 は5．1％ で あ っ た，な お ，マ

ス ク をして い る 人は全員，手袋も して い た，また，抗悪

性腫瘍薬調製時に 「手指な どの 皮膚に付く」や 「調製台

や床 に こ ぼ す 」 とい っ た経 験 を し た こ と が あ る看護 師 が

約40％ もい た．抗悪性腫瘍薬 に 暴露 さ れ た場合 の 健康上

の 悪 影響に つ い て，「あ る と思 う」が看 護 師全 体 の

81．8％，「な い と思 う」 は 9．1％ で あ っ た （Table 　l＞，な

お，こ の健康上 の 悪影響に つ い て の 囘答 は，看護師歴 に

よる 差がみられなか っ た．

5． 注射薬業務 の 情報収集 に つ い て

　疑問 を誰 に聞 くか につ い て 頻度が高 い もの か ら順 に点
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数化 して 集計した結果，全体の 合計点数 は 「他 の 看護師

に聞 く」 が 最 も高 か っ た．次 い で 「自分 で 調べ る 」，「薬

剤師 に 聞 く」，「医師 に 聞 く」の 順 で あ っ た．次 に，「薬

剤 師 に 聞 く」 に 1 〜4 点 を つ け た看護師 を看護師歴別 で

み る と，看護師歴 が 長 くな る に したが っ て 「薬剤師 に 聞

く」 に 4 点 を つ け た 人 数 の 割 合 が 増 加 し て い た

（Fig．3 ）．注射 薬業 務 全 般 に つ い て，看 護 師 全 体 の

78．4％ が 参考 に して い る もの を持 っ て い た．そ の際，最

も参考 に して い るの は 院内医薬品集で あり，次 い で 添付

文書，市販 の 医薬品 集 の 順 に 多か っ た．注 射 薬 に 関 して

薬剤部 に 問 い 合わ せ をした こ とがあ る の は 看護師全体の

81．5％ で あ っ た．この 問 い 合 わせ を した こ とが あ る 看護

師 の 割合 は，看護師歴が 長 くな る に したが っ て 高 くな る

傾向 に あ っ た （Fig．4 ）．問 い 合 わ せ 内容 で は，「注射薬

の 混合 に よ る配 合変化」や 「用時溶解す る注射薬の 溶解

後 の 安定性」，「保管方法」 などに つ い て の 質問 が多か っ

た．薬剤部 か ら提供を希望す る情報と して は，「注射薬

の 混合 に よ る 配合変化」，「点滴時の 遮 光 の 必 要性」，

「フ ィ ル タ
ー

の 透過性」 に つ い て で あ っ た．また，配合

変化や ル
ー

トの 目詰 ま りな ど，院 内 で 発 生 した 注 射薬 に

20年以 上

15〜20年未満

to〜15年 未満

不 明

4．2％

Fig．1．看護師歴 の 内訳

2〜5年未満

〜10年未満

関す る さまざまな トラ ブ ル を集積 し，そ の 情報 を 共有 し

て い く提案 に つ い て は，看護師の ほ ぼ 全員 か ら賛同が 得

られ た （Tab且e　l ）．

　 ア ン ケートの 最後 に 白由 に 意見を 書 く欄 を設けた と こ

ろ，「薬剤師が もっ と身近 に な っ て ほ しい 」「す べ て の 病

棟 に きて ほ し い 」「注射薬取 扱 い の 統
一

した マ ニ ュ ア ル

を ポ ケ ッ トサ イ ズ で 作 っ て ほ しい 」「も っ と 薬 剤師 と情

報交換 を して 患者の た め に 役立ちたい 」な どの 意見が多

く書 き込 ま れ た．

考 察

　 こ こ 数年 で 院外処方せ ん の 発 行が 急 速 に 進 み，病 院薬

剤師の 業務対象 は外来患者 か ら入 院患者へ と変化しつ つ

ある．主 に 入院患者に 対す る注射薬業務に つ い て も，そ

の 管 理 の 主 流 は こ れ まで の 「薬 品 管理 ・供給 」 か ら 「薬

品管理 ・供給お よび使用す る まで」に変わ っ て きて い

る．また，薬剤師が混合調製業務 も行 っ て い る施設 も増

加 して い る．本研究 で は 病棟 に お ける 注射薬 の 取 り扱 い

に 関する 現状 を明 ら か に す る と と もに ， 注射薬 に 関 して

どの よ うな薬剤情報 を看護師 に提供す る必要がある の か

を知 る 目的 で 病棟看護師 を対象 に し て ア ン ケ
ー

ト調 査を

行 っ た ．

　そ の ア ン ケ
ー

トの結果，遮光保存する 注射薬 の 保管 に

つ い て は，看護師の 意識 が 非常 に 高 か っ た，しか し，遮

光が 必要な 注射薬 で あ っ て も，製品 ご と に遮光包装 して

ある もの ，ア ン プ ル や バ イ ア ル が褐色 の もの
， 透明の ア

ン プ ル や バ イ ア ル が 5 〜工0本単位で 紙
一

枚 に よ り遮光 さ

れ て い る もの
， 遮光 の ため の 袋が 添付 さ れ て い る もの ，

UV カ ッ トフ ィ ル ム を使用 して 無色透明 な 状態 の もの な

ど，実 に さ まざまで あ る．製薬会社に よ り遮光方法 が統

・
され て い な い 現 段 階 で は，そ れ ぞ れ の 注 射 薬 に 適 切 な

保管方法 に 関 して 混乱 を きた して い る と思 わ れ る．そ れ

に も か か わ らず，遮光保存 して い る 割合が高 か っ た の

は，病棟に お け る保管場所全体 が 遮光条件を満た して い

2 年未満

2 〜5 年未満

5 〜10年未満

10〜15年未 満

15〜20年未満

20 年以 上

■ 区 別 して 取 り扱 っ て い る

闥 区別 して 取 り扱 っ て い な い

鬮 わ か らな い

0　　　20 　　40　　60 　　80　　100
　　　 人数の 割合 （％）

Fig．2．投与 ル ートの 区別 に つ い て の 看護 師歴 別内訳
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全体

2 年未満

2 〜5年未満

5 〜10年未満

10〜15年 未 満

15〜20年未 満

20年 以 上

占…
占…
占…
占…

1234圀

驪

囲

020 　　　40 　　　60　　　80　　　100

　　 人数の 割合 （％ ）

Fig．3．注射薬業務 に つ い て 疑 問が 生 じた場 合 に 「薬

　　　剤師に 聞 く」 に 1 、4点 をつ け た 看護師全

　 　 　 体 内訳 と看護 師歴 別 内訳

2年未満

2 〜5年未満

5 〜10年未満

10〜15年 未 満

15〜20年未満

20年 以 上

屆 あ るト

墜
　　 ない

　　 記 載な し

0　　　20　　40 　　60　　80　　100
　　　人数の 割合 （％ ）

Fig．4．注 射薬 に 関 す る こ と で 薬 剤 部 へ 問 合 わ せ を

　　　 した こ と の あ る 看護師 の 看護師歴別 内訳

る所が 多い こ と，また 薬剤部 か らの 払 い 出す際 に遮光袋

に 人れ て 出 す な ど注 意 を促 して い る こ とが 影響 して い る

と考えられ る．また
， 点滴時に遮光 の 必要の ない もの に

も遮光 を して い る な ど点滴時 と保管時 の 遮 光 に つ い て

は，看護 師の 約 半数 は明確に 区 別 して い な か っ た こ と か

ら，そ の 違 い を わ か りや す く説明 す る こ とが 大 切 だ と考

え られ た．

　輸 液 フ ィ ル タ
ー

は，輸液中 に混 入す る ガ ラ ス 片 や ゴ ム

片 な どの 異物 や，配 合変化な どで 生 じた 沈殿物 ， 空気，

微生物 などを除去す る 目的で 使用されて い る，注射薬 に

よ っ て は，輸液 フ ィ ル タ
ー

に通さなけれ ば い け な い もの

や
， 逆 に 通 し て は い け な い も の が あ る

91．看護師全 体 の

約90％ が その ような注射薬 を 区別 して 取 り扱 っ て い た．

区 別 し て い な い 約 10 ％ の 看護 師 ら の 意見か ら，取 り扱 っ

て い る輸液 ル
ートの 種類 や 三 方活栓 の 位置が 病棟 に よ っ

て 異 なる こ と， 輸液 フ ィ ル タ
ー

を使用す る理由を理解し

て い ない 看護師が い る こ と な ど の 理由が わ か っ た．した

が っ て，院内の 輸液セ ッ トの 統
一

化 を はか る こ とが ま ず

重要 で あ る と考 え，当院 で は現在 こ れ に 関 して 看讓i部 と

検討 を 開始して い る．輸液 フ ィ ル ター
の 必要性 を判断す

る際 に 病棟 で 最 も参考 に され て い た ル ートポ ス ターは，

イ ラ ス トで 説明が な され て お り，見やす く利用 しやす

い ，しか し，病棟 に よ っ て は，ル
ートポ ス ター

の 内容 に

不 備 が み ら れ た り，新 しい 医薬 品 の 情報 が記載 さ れ て い

な い こ と が ある．今後は フ ィ ル ターメ ーカ
ー

と 協力 し な

が ら 内容 の 検討 や 見直 し，また 情報 の 追加 を定期的 に

行 っ て い くこ と と した ．

　 ポ リ 塩化 ビニ ル （PVC ）は 医療品材料 と し て 広 く使 わ れ

て きた が，その 可塑剤 の ほ とん どが，フ タ ル 酸 ジー2一エ

チ ル ヘ キ シ ル （DEHP ）で ，内分泌攪乱作用 を 有す る こ と

が 疑 わ れ る 化 学 物 質 の ひ とつ と して 指 定 され た こ と，動

物実験 に よ り 精巣毒性や 生 殖毒性が 認 め ら れ た こ

と
1°・11／

，小児に お け る長期的影響が懸念され る こ と等か

ら，DEHP に 替 わ る 可 塑 剤 の 検討 が な さ れ た．現在 で

は，可塑剤と して トリメ ッ ト酸 トリ ス
ー2一エ チ ル ヘ キ シ

ル （TOTM ）を配 合す る PVC 製輸 液 セ ッ トが，　DEHP −PVC

輸液セ ッ トと比較 して，可 塑 剤 の 安全 性 ・低 溶 出特性 の

両面 に お い て 優れ た特性 を持 つ と考え られ て い る
］21・，ま
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た，PVC 製輸液 セ ッ トは 特定 の 薬剤 を収着 し，含量低

下 を起 こ す こ とが 報告され て い る
13・1’1．1．その た め，一

般

に 非吸着 ル
ートと 呼 ば れ る ポ リ ブ タ ジ エ ン 製 な どの

PVC フ リール ートを 用 い な け れ ば な ら な い ．こ の よ う

な 注射薬 に対す る意識 は
， 看護師歴が 2 年 以 上 に な る と

高 くな る が，2 年未満 の 看護師 の 約 4 分 の 1 が 非吸着

ル
ートの 意 味 を理 解 して い な か っ た．経 験 年 数 1年未満

は 重大な イ ン シ デ ン ト発生 要因 と報告 され て い る こ とか

ら も
11，
，新 人看護師 を 対象とす る研修教育 の 機会 で 輸液

セ ッ トに つ い て の 説明 をす る の が よ い と考 え られ た，

　薬剤師 の 配置 され て い る病棟と配 置され て い ない 病棟

で の 比 較 で は，フ ィ ル ターを通 すべ き注射薬や 投与 ル
ー

トの 区 別 に関 して は，全体 で は 約10％ の 看護師が 理解 し

て い な か っ た が ，薬剤師 の 配置 さ れ て い る 病棟 で は ほ ぼ

理 解 され て い た．点滴時 に お け る遮光に つ い て は，約半

数の 看護師が 理解 して い な か っ た が 薬剤師の 配 置 され て

い る病 棟 と さ れ て い な い 病 棟 で の 違 い は ほ とん ど なか っ

た．こ の こ とか ら，薬剤師が 配置 さ れ て い る 病棟 に お い

て も注射薬 の 使用 に関 して 十分 に 薬剤師の 指導 が 行 き届

い て い ない 部分 もあ り，今後の 課題 と され る，

　抗悪性腫瘍薬 の 調 製を行 う際は ，
マ ス ク と手袋を着用

し，キ ャ ッ プ と シ
ー

トを利用 して 抗悪性腫瘍薬 に 暴露 し

な い よ うに し な けれ ば な らな い ．病棟 で 看護師が 調製 す

る 場合 に 暴露 しな い た め の 対策が 講 じられ て い な い こ と

が 見受け ら れ た．抗悪性腫瘍薬 に暴露 され た場合 の 健康

被害 の 影響 に つ い て も，全員が 十分な 理 解 を して い る と

は い えず ， 抗悪性腫瘍薬 の 取扱 い や 危険 性 につ い て の 情

報提供が必要 と考え られ た，そこ で ，看護部 に対 して抗

悪性腫瘍薬 に 暴露 さ れ た 場合 に お け る危険性 につ い て 再

認識 し て も らい ，抗 悪 性腫瘍 薬 調 製 時 に は マ ス ク，手

袋 ， 保護 メ ガ ネお よ び シートを使用 して もらうこ とと し

た．

　注射薬業務 に 関す る情報収 集 の 際 に，看護師歴 が 長 く

な る に つ れ 薬剤師 に 聞 く割合が 高 くな っ た ．そ の 理由 と

して は，人 間 関 係 が 築かれ て い くこ とに よ り他 の 医療 ス

タ ッ フ で あ る 薬剤師に 質問が しや す くな る こ とや，普段

か ら の 薬剤部へ の 問い 合 わせ や 医 薬 品情 報 室 か らの 情報

提供 な ど を通 して，薬 の こ とは 薬剤師 に聞 くとい う意識

が 浸 透 して きて い る こ とが 考えられ た．看護i師歴が 短 く

な る に つ れ て 薬剤師 に聞 く割合が減 る理由 と して は，新

人 看護 師 へ の 薬剤 師の ア ピー
ル 不足が考 え られ た．ま

た，注射薬業務 の 情報収集 の 際 に最 も参考 に され て い た

院内医薬 品 集 は ，当院で は 薬剤部で 2 年 お きに 作製 さ れ

て お り， 今後 もよ り使い や す い 内容 に して い く必要が あ

る と思 わ れ た．配合変化や 溶解後の 安定性 な どの さ まざ

ま な項 目 に つ い て の 情報提供 を希望す る看護師数が問 い

合 わ せ し た看護師数 よ り も多か っ た ．こ れ ら の 結 果 よ

り，実際 に問 い 合わせは して い ない が ， 情報提供を求 め
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て い る看護師が 多い こ とが わ か っ た．

　今回の ア ン ケート結果 よ り，院内 に注射薬取扱 い の た

め の 統
一

した情報 が ない た め，各病棟 で 経験 に 頼 っ た 取

扱 い が な され て い る 実態が 明 らか に な っ た．注射薬 に 関

す る適切 な情報提供 を行 い ，病棟 に 注 射薬が 払 い 出 さ れ

て か ら患者 に投与 され る まで の 間の 品質管理 も徹底 して

い か な けれ ば な ら な い ．病棟 で の 作業 の 標準化 を進 め る

こ とが 注射薬 の 適正 使用 ， 医療事故 の 軽減 お よび 病院 経

営 の 効率化 に 貢献す る と考 え られ る．

　謝 辞 今 回 の ア ン ケ
ー

ト調査 を実施す る に あた り，ご協力 い

た だ きまし た富 山医科薬科大 学附属病 院看 護部 看護師 各位 に

厚 く御礼 申 し上 げます，

引 用 文 献

D 竹内仁司，金崎洋子，III本浩和，牧野泰裕，斎藤大

　　治，小長英二 ，イ ン シデ ン ト報告か らみ た誤薬予 防

　　対策，医療，57，558−561 （2003）．

2） 名徳倫 明，注射薬 に よ る リ ス ク を回避す る た め の 薬

　　剤師業務の 構築
一
注射剤業務 か ら患者投与 まで

一
，

　　医療 薬 学，31，89−98 （2005）．

3） 川 村治子，業務 プ ロ セ ス か ら見 た 注射エ ラ
ーの 発生

　　要因，川 村治子（主 任 研 究者），厚生科学研究費補助

　　金，平成 11年度医療技術評価総合研究事業総括報告

　　書 「医療 の リ ス ク マ ネ ジ メ ン トシス テ ム 構築に 関す

　　る研 究 」，13−21 （2000 ）．

4） 山本武史，111本和宣，木村福男，吉 出 哲 也，山崎富

　　士子，西村篤弘，中原優，内田 豊，石本敬三，神谷

　　晃，注射薬適 正使 用 の た め の ラベ ル 発行 シ ス テ ム の

　　構築と評価，医療薬学 ， 27，406−413（2001）．

5） 鈴木正 彦，荒井千春 ， 手塚春樹，中澤美科，田 中睦

　　子，花輪剛久 ， 小 口 敏夫 ， 中島新
一
郎，河野健治，

　　注射薬調剤支援 シ ス テ ム の 構築 と評価 一注射薬 情報

　　提供 シ ス テ ム お よび 注射薬監査補助 シ ス テ ム
ー
，医

　　療薬学，29，652
−660 （2003）．

6） 樋 口和子 ， 朝倉正登 ， 塚本豊久，森 田修之，高 カ ロ

　　リ
ー

輸液 に 対する 医師，看護師の 希望 す る無菌調製

　　方 法 の 実 施 と達 成 状 況 ，薬 学雑誌，122，1001 −1010

　 　（2002）．
7） 杉山創，峯村純子，竹 ノ 内 敏孝，村 山 純

一
郎，市川

　　幾恵，松田厚惠，リ ス クマ ネ
ー

ジ メ ン トへ の 薬剤師

　　の 関 わ り
一
看護部 と協力 して 行 うリ ス ク マ ネ

ージ メ

　　ン ト
ー

， 薬局 ，
52

，
2083−2090 （2001）．

8） 小嶋文良，白石正，中野 栄 子，大 友 えつ 子，仲 川 義

　　人，間違えや すい 注射剤の 写真付き
一

覧 の 作成と看

　　護師 に よ る評価，医療薬学，30，518
−522 （2004）．

9） K ，N ．　Barker，　T．E．　Munson ，　Recommendation　for　action

　　on 　 an 　important　problem　 regarding 　large　 volume 　par−

　　enterals ，　 National　Coordinaling　 Committee　 on 　Large

　　Volume 　Parenterals，　Nov ．30 ，1979．

10） R ．Poon ，　P ．　 Lecavalier，　R ．　 Mueller，　 V ．E．　 Va ］］i．　 B．G ．

　　Procter，1．　Chu ，　Subchronic　 oral　 toxicity　 of 　di−n −octyl

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．31，No ．8 （2005） 645

　　phthalate　and 　di（2−ethy ］hexyl ）phthalate　in　the　rat，　Food

　 　Chem ．　Toxicol．，35，225−239 （1997）．

11） J，C ．　Lamb 　4　th，　R ．E．　Chapin，　J，　Teague，　A．D，　Lawton，
　　J，R ．　Reel，　Reproductive 　effects 　of 　fbur　phthalic　acid 　es −

　　ters　in　the　mouse ，　Toxicot．　AppL 　Pharmacol ．，88，255−

　 　 269 （1987 ）．

12） 千秋和久，竹中み お，宮原 八洲子，
一

石素子，小 山

　　佐利 子 ， トリ メ ッ ト酸 トリ ス ー2一エ チ ル ヘ キ シ ル を

　　可 塑剤 と して 含む ポ リ塩 化 ビニ ル 製輸 液 セ ッ トに お

　　け る薬剤収着 と可 塑 剤 溶 出 に 関 す る検 討 ，医療薬

　　学，　30，136−142 （2004）．
13）J，K ．　Tliruusi，　J．A ．　Utila，　E ，R ．　 Kristoffcrsson，　Effect　of

　　flow　rate　and 　type　of　i，v．　container 　on 　adsorption 　of 　di−

　　azepam 　to　 Lv．　 administra 【ion　 sySterns ．　 Am ・J．　 HosP ・

　　Pharm ．，43，2795
−2799 （1986 ）．

14） 河 野 健 治 ，高 松 跚 司 ，望 月 ち ひ ろ ，寺 松 剛 ， 中 島新

　　
一
郎，精密持続点滴中の 硝酸 イ ソ ソ ル ビ ドあ る い は

　　ニ トロ グ リセ リ ン 注 射液 の 含量 低 下 ，病 院 薬 学 ，22，

　 　 167−172 （1996）．

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


