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新年あけましておめでとうございます.初春 を

迎えるにあたって、ひと言ご挨拶申し上げます。

日頃より、学校保健 学校安全にご尽 ブ」をいた

だいている皆様方に、心より敬意と感謝 を中 し ト

げます。

昨年は本L幌市において、第70'1北海道学校保健

安全研究大会を開lFす ることができました。過去

3年間はコロナfbllに よる大会中〔卜やオンライン開

‖:な ど制限のある中での研究 大会で したが、今回

は令和元年第67回 Jl館 大会以来の現地集合開 lt

となりました。開イrに あたって多くの関係者の皆

様にご尽力いただきましたことをこの場をかりて

お礼中 し |:げ ます.ま た、今年は旭川市におきま

して、第71回北海道学校保健・安全研究大会を

開itす る予定です.多 くの学校保健関係 者の皆様

のご参加を期待 しております。

さて、昨年 5月 に新 lЦ コロナウイル ス感染症が

2類相当から5類へと移行 されました。 さまざま

な制限が解除 され、社会 経済活動 も活発になっ

てきました。新型コロナウイルス感染症の感染者

数は 9サ 1を ピークにその後は減少IⅢ向にありますが、

松 家 治 道

代わってインフルエンザの流行が秋頃からみられ

るようになりました。道内の学校でもインフルエ

ンザの感染拡大による学級・学 1■開鎖などの対応

が報告されています。これまでの経験 を生か して

必要に応 じてマスクの着用、手指の洗浄、消毒、

換気、流行期の三蜜の回避など感染対策に取 り組

んでほ しい思います .

最近、子 どものウェルビーイングということが

よく言われるようになって きました。コロナ禍で

の長期間にわたる休校や行動制限などの社会環境

の変化から、子どもたちは不安や様々なス トレス

をましえていることと思います。これからは、子 ど

もたち一人一人の心に寄 り添って、子 どもたちが

安心 して前向 きな気持ちで生 き生 きと活 Il」で きる

環境を大人たちが作ってい くことが大切かと思い

ます。

本年 も学校 家庭 地域社会の関係者と三師会

はじめ関係機関が共知 を結果 し、強力な連携の も

とに児童生徒の健康 安全の保持 増進に努めて

参 りますので、ご支援 ご協力 くだ さいますよう

お願い中し上げます。
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第70回北海道学校保健・安全研究大会札幌大会の報告

令冽 51111月 26日 (日 )に 、札幌市のホテル ノ

ーススターにおいて第70い 1北海道学校保健 安

全研究大会が行われました.令和元年第67回 函

館大会以来となる現地集合での開催となりまし

た.

「生涯を通 じて、心÷かにたくましく、北の

大地を生きるFど もの育成を目指 して_～ 都市

と自然が調和する美 しいまちから自立 した札幌

人の育成を日指 し、ell beingに せまる～の大会

主題のもと、道内各地から195名 の方々に参加

していただき、IJI立 jlK台医療ll究 センターここ

ろの診療部 コロナ×こども本部 小児専FЧ医

子どものこころ専門医の山口有紗氏による基調

講演と3つの部会による研究協議を行いました。

学校保1711功 労者表彰の表彰式には19名の受賞

者が出席 され、松家会長より表彰価を授 りされ

ました。今年度は、75名 の学校医、学校歯科医、

学校薬剤「 |、 教員の方々が受賞されました.

研究大会のlrt要 は以 ドのとおり.

コロナ禍 と子どもの こころ

講師 卜 立成育医療

"F究

センターこころの診療
‐
F

コロナ×ことも本部

山 口 有 紗 氏

【基調講演】 ※一部抜粋

皆 さんこんにちは,山
「

1有秒 と中します。本

日は、リモー トでの参加になっておりますが、

ここで皆 さんとご 緒できることを大変うれし

く思っております.今 日は「コロナ禍と子ども

の心J～ 子どもの声から考える社会が変化する

ときに周llの大人ができること～ということで、

お話をさせていただこうと思います。

私は小児
「

|の 専F5医 で、特に子どもの心を専

門としております.現在は成育医療研究センタ

ーというところでの研究のほか、了どもの虐待

に関して児童相談所で 子どもたちに関わる仕事

をしていたり、こども家庭庁のア ドバイザーな

どもしております.

今日の内容 1よ 、

1 子どもの健康をつくるもの

2 子どもH寺代のメンタルヘルス

3 コロナl.lと rど ものこころ

4 危機への対応のポイント

5 リスクか らレジ リエ ンスヘ

6 ケアする人のケア

7 お役立ち資料 です.

まず、そもそも子どもの121康 を作るものは何

かという話、そして、コロナと子どものウェル

ビーイングについて、ここが本日のメインにな

りますけれども、これまでのデータを用いて皆

さんにご提示をしたいと思います。次に、先生

方から質問の多い希死念慮とか自傷行為をはじ

めとした、皆 さんがどうしようかなと思うよう

なところの対応のポイント、そして、リスクか

らレジリエンスの視点に転換、ご自身のケアの

nIを します。

まず、そもそもの話をします。コロナがどう

とかいう前に、子どもたちの健康やウェルビー

イングを作るものは11か ということを認識 して

おかないと、コロすの影響といった時にそこを

正 しく認識できません。ですので、まず、子ど

もたちの健康にとって必要なものは何なのかと

いうことを皆 さんと共有 しましょう.

さて、このもじゃもじゃとした絵は何かわか

るでしょうか。これは実は子どもたちの1音 をス

ライスして顕微鋭で見ますと、こんなふうに見

えるんですね。皆 さん一人一人脳 ミツが頭の中

に入ってると思うんですけれども、ll‖‖胞って

いくつぐらいあると思われるでしょうか.100個、

もうちょっとありそうですね. 1万 個、 1億 、

100億。実はですね、私たちの脳の中には大体

900億 ぐらい1,000億近くの細胞があるのです .

赤ちゃんの場合には、いつぐらいの細胞があ

ると思われますか。赤ちゃんだともっと少ない



かなと思う人もいるかもしれませんが、実は赤

ちゃんも同じぐらいなんですね。脳細胞の数は

生まれたときからあまり大きくは変わらないん

です。

でも、皆 さんこの絵を見てわかるように、赤

ちゃんの時の脳って少しスカスカに見えますよ

ね。脳細胞の数は変わらないのですけれども、

細胞と細胞をつなぐこの道のようなもの、シナ

プスといいますけれども、この神経の回路、シ

ナプスはまだあまりできていません。それが最

初の何年かでパーっとできて、そこから整って

いくということを繰 り返 していきます。具体的

にいえば最初の 1年 ぐらいは、「あっ」ていう

この 1秒の間に何と200万個 ぐらいのシナプス

が繋がっていって、 1歳を過ぎてきますとそれ

が今度は “刈 り込み"と いって整理整頓されて

tヽ きます。

さらに見ていただくと6歳より14歳の方が何

となく少ないというか道が整理 されていると思

うのですが、道を整えてより効率的なものを残

していくというプロセスが大体20代前半ぐらい

まで続くのです。なぜこの絵を出したかという

と、皆さんが関わっていらっしゃる子どもたち

というのは、今 しかない脳の発達のものすごく

ダイナ ミックな時期にいるわけです。子ども時

代は大事だよねというのはなんとなくそうかな

あと思うのだけれども、生物学的に考えたとき

に、感覚や言語や高次脳機能といってより考え

て行動するみたいなことや対人関係の発達とか

も含めて、脳の発達のゴールデンタイムだから

こそできることがたくさんあるということなの

です。

特に子どもたちが一日のほとんどを過ごす学

校という場において、子どもたちが誰と出会い

どんな経験をしてどんな声をかけられたかとい

うことが、決定的に重要になってくきます。そ

ういったところを是非お伝えしたくて脳の話か

ら始めました。

そういった子どもたちが発達するにあたって、

子どもたちは一人で生きていくわけではないで

すよね。子どものウェルビーイングということ
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が最近日本でも盛んにいわれるようになってき

ました。ウェルビーイングというのはいろいろ

な定義がごぎいますが、私はこのウェルビーイ

ングというのを、心や体や社会的に、つまり包

括的にということですね、その人にとってちょ

うどいい状態、そして、それに至るようなプロ

セスということがウェルビーイングじゃないか

なと考えています。子どもたちのウェルビーイ

ングをつ くるものというのは、子ども自身が持

っている特徴だけではなくて、その周 りの学校

とか友達とか先生、また園や学校組織、さらに

地域社会、政策や文化、社会環境といったこと

が相互に影響 して参ります。社会環境 といった

ところは、今回取 り上げるようなコロナのパン

デ ミックが世界的にあるというようなことであ

ったり、今いろんなところで戦争が立て続けに

起こっていて、子どもたちが日々それを目の当

たりにしていて、ニュースで見ていて、みたい

なことも含まれるわけです。

こういったことの相互作用の中で何が起きて

いるのか、私たちに何ができるのかというふう

に少 し俯取 した日で捉えるということがとても

大切になってきます。こういう相互作用の中で、

子どもたちはいろいろな体験をしていきます。

子ども時代の体験がすごくすてきなものばかり

だったらいいのですけれども、そうでないこと

もたくさんありますよね。それが子ども時代の

逆境体験 といわれるものです。これはAdverse

Childhood Experiences(ACEs)と tヽ って、 日本

でも最近ACE研究とかACEs研究とかいうふ

うに知 られてくるようになりましたけれども、

ざっくりいうと子どもにとってものすごく辛い

体験、すごくス トレスがかかる体験が将来にわ

たってどんな影響を与えるかという一連の研究

のことをいいます。

コロナもそうですけれども、すごく辛い困っ

たなということがあったときに、その時に大変

なのはもちろんだけれども、余 りに強いス トレ

スが続いてしまうと、それがその人の30年後40

年後50年後の心や体や社会的な健康にまで影響

を及ぼすということが、たくさんの研究でわか
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ってきました 例えば、ここでlRり Lげ る逆境

体験、1■待とかネク'レ クトとか家|を機台ヒの困難、

家庭の中で離別だったり精神疾忠のある方がい

たり暴力が繰 り返 されていたリアルコールの嗜

時のある方がいたりみたいなそういうことです

けれども、そういうことが0と ,ヒベ 1,2,3.
4と 増えてくると、例えば党せい斉Jと か肺の病

気、アルコールの問題、自殺未遂などの数が増

えていくというのがわかるでしょうか。これは

日本でもいろいろ研究 されていて、日本では大

体30%ぐ らいの人には つ以 Lの ACEsが あ

るというふうに言われてるのですね。

今日、300人 ぐらいの方が参 l」 1し てくださっ

て,ヽ ると聞いてtヽ ますけ′しども、 とヽヽうことは、

少なくとも100人 ぐらいの人にはこういった逆

境体験、私はあったなっていう方がいらっしゃ

るのかもしれません。それで、こういったこと

が 0に比べて 4あ る人というのは、例えば′心疾

患、呼吸器疾患、喫煙、序が 2倍から3倍、ア

ルコール、性行為の問題、精神疾患が 3倍から

6倍.他者への暴力、自傷行為、自殺に至って

は 7倍以 11に なるということもわかっているの

です。

でも、だからといってそれが一巻の終わりか

というとそうではありません。子ども時代には

辛いことだけではなくていいこともたくさんあ

りますよね。それが、このACEs研究と同時に

出てきた子ども時代のポジテ ィブな体験につい

ての研究 (PCEs)です。ポジティプの体験とい

うのはtヽ ろてヽろありますけれども、例え|ぎ ある

研究で定義 しているものですと、家族と自分の

気持ちについて話せたり、家庭が安全だなとい

うふうに思ったり、学校に居場所があるとか、

友人に支えられている、地域に居場所がある.

あとは家族以外に少なくとも何人か自分のこと

を真剣に考えてくれる大人がいたなあというそ

の残像が、子供たちにとってその将来どういう

影響を及ぼすかということが,f究 されています。

さっきの逆ですね。こういった経験が多ければ

多いほど、大人になった時の心理的社会的なサ

ポー トが増える、また、成人になった時の鬱は

減 るとキヽうようなこと力1わ かっています =です

ので、学校現場でできることというのは、まさ

に子 どもを取 り巻 く、先ほど示 した子 どもの健

康 をつ くるすべての層で、ACEs逆境体験 を減

らし或 tヽ は癒 しててヽき、 さらに良 tヽ 体験 も 糸イ

に増や してい くということなのです.辛 いこと

がないだけでは駄 日で、学校で良い体験 を1曽 や

す、また、学校が子ども自身にアプローチ した

り、 ■どもの家庭にアプローチたり、地域社会

とどういうふ うに関わるかによって、こういっ

た多章の層のところで、子どもたちに影響 を与

えることができるとい うことなのです。子ども

たちを考えるときに、やは り学校 というのはも

のすごく大切な環境なのですね。 子どもたちの

ウェルビーイングに影響 を考えるときに、子 ど

も自身の世 界とそれを取 り巻 く世界、より大 き

な 1世 界があるわけですけれ ども、子 どもを取 り

巻 く学校みたいな世界とい うのは、今回のコロ

ナみたいなものがあったとき、そういった社会

の変化の影響 を、まさに先ほどの行政説明のと

ころでいろんなことを先生 方が考えてや って き

たとい うことで、そういった影響 を緩和するこ

ともできるし、或いは逆にそこでとった措置が、

子 どもたちの心への影響、体への影響 を深亥1化

させて しまうことも同時にあるという意味で大

事です.そ して学校の先生たちがどうい うふ う

に子どもに関わるかによって、それ自体が子 ど

もの心や体や社会的な健康 にも影響す る、つ ま

り、 ぎっくりいうと学校のような取 り巻 く社会

が、 rど もたちのウェル ビーイングにとって本

当にこういう時こそ大事ということなのですね.

ですので、今回は了どもたちのウェルビーイン

グがコロナでどう変化 したのかということをお

話 しますけれ ども、特に子 どもたちにとって周

りとの関係性がどのように変わったかというこ

とにも、ぜひ注 目をして、このデータを見てい

ただけたら嬉 しいなというふ うに思います。

さて、今回お示 しす るのは、成育医療研究 セ

ンターのコロナ×こども本部 とい うところのデ

ータです。ごく一部ではありますけれども、今

文 に関 してはすべてダウンロー ドしてご覧いた



だける資料もたくさん成育のホー′、ベージに用

意 していますので、足非そちらも後で参考にし

ていただけたら嬉 しいなと思います.「商tは感

染 FTそ のものではないJと いう
=、

うに書きまし

た.十 いにといいますか、コロナウイルスの流

行によっていろんなことがありましたけれども、

いろいろな

“

り「究で 了ども時代というのは、感染

lTそ のものの影響はそんなに強くない、つまり

かかっても重症化 したり,ビ亡に至ったりすると

いうことはそんなに多くはないということがわ

かってきています.た だ、先ほど皆 さんに見て

いただいたように、子どもの健康というのは、

了どもの中で■物学的に感染症で何が起こるか

だけで作られているわけではないですよね。子

どもたちが学校や先生、家族とどういう関係性

をもって、学校でどんな生活をして、地域でど

ういうふうに活 ll」 して、その文化の中でどうい

う
`、

うにとらえられるかっていうことが、子ど

もたちのウェルビーイングを作ると考えたとき

に、コロナというのは、病気ということだけで

はなくて、子どもたちの取 り巻 く趾界を本当に

大きく変えてきました。ですので敵は感染症そ

のものというよりも、このウェルビーイングの

相互作用っていうところに、コロナがどういう

ふうに影響を与えたかということがとても大事

ということです。

そういったことを調べるために、成育医療研

究センターの中で、コロナ×子供本部というも

のが立ち上がりました。2020年の春先にはこの

本部が立ち 卜がって、こういった危機のときに

届きにくい状態になりやすい rど もやその周 り

の人たちの声をいかにすくい 11げ、そして社会

に届けていくかということをミッションとして

立ち上がったチームであります.私 もここの

員として、調査研究や社会への発信を行って参

りまして、今日、そこのデータを紹介するわけ

です。ここでは小学校 1年 41か ら高 3ま でのお

子さんと 0歳から高 3ま での保護者の方、これ

まで延べ 4万 5,000人 ぐらいの子どもや保護者

の方たちにアンケー トに協力をいただいており

ます。ですので、ここで答えてくだきった方と
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いうのは、例えばインターネットのアクセスが

ない方とか、もう答える元気は全然ないみたい

な方というのは含まれていない、全国を代表す

る数字ではないということには留意が必要だと

思います。……

※北海道学校保健会のホームベージに、全文掲

載 しています。是非、ご覧ください。

※「国立成育医療研究センター」「子ども情報
ステーション」のホームベージに関連資料が多

数掲載されています。

研 究 協 議

第 1部会  「学校経営と組織活動」

<提言 1>高等支援学校における保健室の役割
～生徒がより良く生きる人生を目指して～

(市立札幌豊明高等支援学校

養護教諭 保志場みく)

<提言 2>生徒の安全・安心を目指して
～藻岩高校学校保健委員会の取組から～

(市立藻岩高等学校 校長 尾崎 茂樹)

第 2部会「保健管理・保健教育、

安全管理・安全教育」

<提言 1>自 ら健康について考え実践できる子

どもの育成を目指した保健教育
～「もりもリタイム」の取組を通して～

(札幌市立宮の森小学校養護教諭 照井 沙彩)

<提言 2>学校・地域・保護者・児童・関係機

関が手を取り合いながら進める安全教育

(札幌市立本L苗緑小学校 教頭 成田 慶輔)

第 3部会「現代的健康課題」

<提言 1>多様な性に関する取組からつながる

「発寒中D&Iプロジェクト」

(札幌市立発寒中学校 養護教諭 官島美由紀)

<提言 2>「朝食をしっかり食べる子どもJを
育てるための食育の推進～食生活調査の結果

を活用した科学的根拠に基づいた食育～

(札幌市立北陽小学校 栄養教諭 大塚 弥生)
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令利 5年度北海道学校歯科保健優良校表彰

北海道歯 。□の健康に関する図画・ポスターコンクール

「北海道学校曲Fi保健優良校表彰Jと 「北海道

歯 国の健康に関する|ズ1画 ホスターコンクールJ

が行われました.(今年度から北海道学校歯不1保

lil研究大会を開ltし ないことになったことに伴い、

表彰式は実施 していません。)=

学校歯科保健優良校表彰

この表彰は、「痴及び日llの 健康に対する関心

を高め、その日的に向かって学校歯科保健活動を

積極的に展開 している努力を称えるためJに行っ

ています.

令和 5年 6月 26日 (月 )北海道歯科医師会館に

おいて審査を行い、その結果、 下記の学校が選ば

れました。

【小学校の部】

<優秀賞>

札幌市立定山渓小学校

<HBC賞 >

登別市立登別小学校

札幌市立新琴似北小学校

【中学校の部】

<優秀賞>

札幌市立定山渓 中学校

受賞 された学校の皆 さん、おめでとうございま

した,令和 6年度につきましても実施する予定で

すので、商科保健活動に取 り組んでいる学校は足

非応募 して下 さい。応募方法につきましては、 il

イ|:度 になりましたら、北海道歯FI医白T会のホー /、

ベージ等でご案内致 します.

図画 。ボスターコンクール

令和 511度北海道歯 国の健ロモに関する図画

ポ スターコンクールでは、全道 124校から3,982

点の作品の応募がありました。その中から69点の

優秀作 |]IIが選ばれました。優秀作品は、北 lll道 歯

T l ttlt i会 のホームベージに掲載 されています .

◆北海道知事賞

【低学年の部】
函館市立大森浜小学校 2学年 7ヽホ寸  オ山7セ

【高学年の部】
恵庭市立恵庭小学校6学年

【特別支援学校小学部の部】
北海道旭川養護学校小学部 6学年 渡邊 葉 月



◆北海道教育長賞

【低学年の部】

釧路市立愛国小学校 2学年    石井

網走市立潮見小学校 1学年    大高

【高学年の部】

函館市立中の沢小学校 6学年   外崎

恵庭市立恵庭小学校 5学年    上国

【特別支援学校小学部の部】

北海道美唄養護学校小学部 5学年
ハ リッ ド アル ・ハ リーファ

◆HBC賞◆

【低学年の部】

別海町立上風連小学校 3学年   奥山 桃李

恵庭市立恵庭小学校 3学年    二浦  雫

【高学年の部I

恵庭市立若草小学校 6学年    松岡 実弥

函館市立北美原小学校 4学年   門脇 結菜

【特別支援学校小学部の部】

北広島市立東部小学校特別支援学級 3学年

石山 夕良

◆北海道新聞社賞◆

【llt学年の部】

北広島市立束部小学校 2学年   二橋

小樽市立Tn穂小学校 3学11    ,「藤

【高学年の部】

別海町立中春別小学校 6学年   高野

釧路市立中央小学校 6学年    高橋

【特別支援学校用学部の部】

北海道美唄養護学校小学部 4学年 中上
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旭川市立台場小学校 2学年    稲垣 琴音

旭川市立大有小学校 3学年    八巻 柚香

砂川市立中央小学校 1学年    山本  澪

砂川市立北光小学校 2学年    小濱  雫

小樽市立朝里小学校 3学年    山崎敬士朗

小樽市立幸小学校 3学年     高橋なのは

室蘭市立旭 ヶ丘小学校 1学年   小野寺咲茉

栗山町立継立小学校 2学年    國岡  雅

グ1路市立愛国小学校 3学年    細野 寛大

余市町立大川小学校 1学年    藤田 望恵

美唄市立中央小学校 1学年    加藤 友貴

苫小牧市立若草小学校 3学年   能代 結衣

苫小牧市立樽前小学校 3学年   成田 航世

苫小牧市立若草小学校 3学年   鈴木 紗弥

【高学年の部】

札幌市立南白石小学校 5学年   越後 沙耶

函館市立大森浜小学校 6学年   上戸  樹

旭川市立大有小学校 5学年    井上 晴貴

旭川市立永山西小学校 5学年   lllk智 さくら

砂川市立砂川小学校 4学年    平川 綾音

奈井江町立奈井江小学校 5学年  今富 好美

砂川市立中央小学校 5学年    加我 希々

浦臼町立浦自小学校 6学年    畑山 芽咲

網走市立潮見小学校 4学年    大高  翔

北見市立南小学校 4学年     大蔦 沙奈

登別市立登別小学校 6学年    高木 千汰

栗山町立継立小学校 4学年    不破 玲実

栗山町立継立小学校 4学年    尾泉  花

別海町立上春別小学校 6学年   高木 心春

美唄市立中央小学校 4学年    加藤 智咲

浦河町立堺町小学校 4学年    日田 心綺

苫小牧市立明野小学校 5学年   栗本明日香

千歳市立駒里小学校 4学年    山田 琉衣

【特別支援学校小学部の部】

北見市立常呂小学校特万」支援学級 4学年

西村 夢叶

登別市立登別小学校特別支援学級 5学年

安田 隼人

登別市立登別小学校特別支援学級 5学年

兼田 心桜

北海道室蘭養護学校小学部 5学年 佐藤  健

北海道室蘭養護学校小学部 5学年 及川 直樹

苫前町立苫前小学校特別支援学級 2学年

芳賀 結斗

北海道美唄養護学校小学部 5学年 佐藤唯央利

北海道美唄養護学校小学部 5学年 西川 一輝

北海道美唄養護学校小学部 5学年 河崎 爽太

苫小牧市立苫小牧東小学校特別支援学級 1学年

富永 碧空

星那

遥

由

桜l・l

実弥

環

一癸

羽

向

恋

玲燈

◆北海道歯FI医白T会長賞◆

【低学年の部】

帯広市立愛国小学校 2学年

11広市立愛国小学校 1学年

【高学年の部】

札幌市立南白石小学校 5学年   小野

中標津町立計根別学園 6学年   金川

【特別支援学校小学部の部】

登別市立登別小学校特別支援学級 2学年

鎌田

◆佳 作◆

【低学年の書「】

札幌市立定山渓小学校 1学年

札幌市立南白石小学校 2学年

函館市 アヽ北星小学校 1学年

函館市立枯1{小学校 1学年

森田 るな

中村 海美

田尻 心海

坪田  碧

石崎 白雲

福田みくり

々

禾

栞

園

陽
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Φ 講演塞■研究大会のこ来肉⇔

令不□5年度 学校保健請演会
日   時  令和 6年 3月 2日 (土) 13時 30分～15時30分

場   所  T K PttL幌 ビジネスセンター赤れんが前  5 EHL

(札幌市中央区北 4条西 6丁 目l Tel:OH-798-4763)
内   容

講演 l  F日 中眠い、朝起きられない子供たちへの取 り組み』

特定医療法人朋友会 石金病院 副llt長 香坂 雅子 先生

講演 2 『学校における医薬品を含む薬品管llllに ついてJ

東 京 薬 科 大 学    教 授 北tE 邦彦 先生

対   象  学校葉剤師 学校保健関係者等

主   催  (公財)」し海道学校保健会

( 社)北海道薬斉J師会 北海道学校楽剤師会

共   催  札幌学校薬剤師会

後   援  アルフレッサファーマ株式会社 ※講演1

お申し込み  当日会場にて受け付けます。参加費は無料です .

満席になりましたら受付を終 rい たします。

お問い合せ  北海道葉斉」師会 Tell oll-8110184

******************* *******************

第 71回 令和 6年度

北海道学校保健・安全研究大会 全国学校保健・ 安全研究大会
*******************

○ 日 時 令和 6年 11月 24日 (日 )

○開催地 旭り|1市

○会 場 旭り|1市大雪クリスタルホール

〒070-8003 カリII市神楽 3条 7丁 目

*******************

○日 時 令和 6年■月7日 (木 )・ 8日 (金 )

○開催地 宮崎県宮崎市

○会 場 シーガイアコンベンションセンター

(予定)

痛援あ りがこうございます II

◆岩田地崎建設株式会社

◆株式会社アインファーマシーズ
【賛助会員】 |『電騨 |.ま

すよ

（
一一幾
滸
簗


