
ささえよう、子どものえがお
「青森県小児在宅支援センター」

センターの取組内容は？Q

A

ミニ特集１

　県では、医療的ケア児（恒常的に経管栄養や喀痰
吸引などの医療的ケアが必要なお子さん）を含む小児
在宅支援に関する総合窓口として、「青森県小児在宅
支援センター」を開設しました。医療機関をはじめ、さま
ざまな関係機関や市町村と連携しながら、地域に根差
した小児在宅支援に取り組んでいきます。

①医療的ケアを要する小児などが在宅生活を送る上でのさまざまな相談・支援
②医療的ケア児等を支援する人材の育成
③医療的ケア児等に関する各種調査・分析    　　　   
の３つを柱としています。

「相談・支援」について具体的に教えてくださいQ

A

詳しくは
障害福祉課 ☎017-734-9309　　　

検索青森県小児在宅支援センター

対　　象 ●医療的ケア児等とそのご家族　●支援機関

受付方法
●メール：zaitaku_shien1@med.pref.aomori.jp
●電話：017-752-9678（月～金／9：30～16：30）

支援内容
●相談内容を踏まえた訪問やオンラインなどでの支援
●関係機関との調整・連携
●医師・看護師・ソーシャルワーカーなどのチームで対応

どんな相談がありますか？Q

A
医療的ケア児等と
そのご家族からの相談

「医療的ケア児を受け入れる保育所や事業所はありま
すか」、「子どもが気管切開をしているのですが地元の
小学校に入れますか」など

　ＧＰＳ付きのスマートフォンを使用して、三内丸山遺跡をはじめとする県内の８エリアの
縄文遺跡と施設をめぐりスタンプを集めると、抽選で豪華県産品などの賞品をプレゼント！

支援機関からの相談 「在宅移行に向けた地域支援」、「事業所や学校等での
医療的ケア児の受入体制づくりや環境整備」など

世界遺産登録1周年記念特別展
「北海道・北東北のJOMON」

ミニ特集2

　「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録から、7月で1周年を迎えました。
　本展では、世界遺産の構成資産をはじめとする４道県の縄文遺跡の出土品から、
北海道・北東北の共通性や生業・まつりなどの特徴について紹介し、世界遺産として
の価値をわかりやすく解説します。

詳しくはHP
三内丸山遺跡センター ☎017-781-6078

検索三内丸山遺跡

【開催期間】
10月２日（日）まで
9：00～18：00（入場は閉館の30分前まで受付）
※８月22日（月）、９月26日（月）は休館日 ※10月１日・２日は17：00に閉館

【会場】
三内丸山遺跡センター（青森市） 企画展示室・ギャラリー
【観覧料】
一般９００円（７２０円）、高校・大学生４５０円（３６０円）、
中学生以下無料
※（ 　）内は２０名以上の団体料金
※特別展観覧料で遺跡を含む常設展も観覧できます

【と  き】８月２１日（日） 10：00～11：30
【講師】水ノ江和同（同志社大学文学部教授）

【開 催 期 間】１０月３１日（月）まで
【問い合わせ】キャンペーン事務局（㈱RABサービス）　
　　　　　  ☎017-743-8686（平日9:00～17:00（祝日除く））

三内丸山遺跡出土土偶
（青森県立郷土館蔵）

※詳しくはチラシやホームページをご覧ください

世界遺産登録1周年記念講座（事前申込制）

関連イベント「スマホでかんたん！縄文おでかけスタンプラリー」

参加は
こちらから！

連載
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県内で活躍している人たちが未来に継ぎたいさまざまな「あおもり愛」を語ります。

連
載

ー
地
域
お
こ
し
活
動
を
始
め
た
き
っ
か

け
は
？

伊
藤　

地
元
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
よ

う
で
何
も
知
ら
な
い
な
あ
と
思
っ
て
、い

ろ
い
ろ
調
べ
始
め
た
ら
、実
は
お
い
し
い

食
べ
物
や
魅
力
的
な
場
所
が
い
っ
ぱ
い

あ
っ
て
。知
る
と
今
度
は
誰
か
に
教
え

た
く
な
る
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こ
か
ら
町
お
こ
し
の
活
動

が
ス
タ
ー
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し
ま
し
た
。

ー「
階
上
売
り
込
み
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」の
活
動
内
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を
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。
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発
足
当
初
は
階
上
の
浜
を

活
気
づ
け
よ
う
と
海
岸
の
散
策
ガ
イ

ド
を
し
て
い
ま
し
た
が
、ま
だ
ま
だ
知

ら
れ
て
い
な
い
巨
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に
ス
ポ
ッ
ト
を
当

て
、現
在
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主
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巨
木
め
ぐ
り
」の
活

動
を
し
て
い
ま
す
。町
内
に
は
百
本
以

上
の
巨
木
・
古
木
が
あ
り
、登
山
ウ
ェ

ア
で
な
く
て
も
普
段
着
で
参
加
で
き

て
、短
時
間
で
多
く
の
巨
木
を
め
ぐ

る
こ
と
が
で
き
る
の
が
魅
力
で
す
。
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町
を
も
っ
と
元
気
づ
け
た
い
、

町
民
に
も
故
郷
の
魅
力
に
気
づ
い
て

ほ
し
い
と
い
う
一
心
で
す
ね
。今
年
の

２
月
に
は
地
方
新
聞
46
紙
と
共
同

通
信
社
が
主
催
す
る「
地
域
再
生
大

賞
」の
優
秀
賞
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

活
動
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
、階

上
町
の
巨
木
が
全
国
的
に
注
目
さ
れ

始
め
た
と
実
感
で

き
た
こ
と
が
嬉
し

か
っ
た
で
す
ね
。巨

木
め
ぐ
り
の
参
加

者
か
ら
い
た
だ
く
お

礼
の
手
紙
に
も
喜
び

を
感
じ
、支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ー
今
後
の
活
動
は
？

伊
藤　

昨
年
は
町
内
の
全
小
学
校
に

「
緑
の
少
年
団
」を
結
成
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。今
後
は
子
ど
も
た
ち
や

巨
木
を
守
り
続
け
て
き
た
皆
さ
ん
と

共
に
、次
の
世
代
に
つ
な
げ
る
活
動
を

し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。町
に

は
他
に
も
、日
本
一
低
い
と
伝
え
ら
れ

る「
五
重
の
塔
跡
」や
日
本
最
古
級
の

灯
台
と
言
わ
れ
る「
灯
明
堂
跡
」な
ど

た
く
さ
ん
の
見
ど
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

全
国
に
誇
れ
る
地
元
の
宝
で
多
く
の

人
を
階
上
町
に
呼
び
込
め
る
よ
う
な

仕
掛
け
を
考
え
て
い
ま
す
。こ
れ
か
ら

の
活
動
に
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

知
れ
ば
知
る
ほ
ど

伝
え
た
い

ふ
る
さ
と
の
魅
力
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■県天然記念物、「茨島（ばらじま）のトチノキ」。推定樹齢は約850年！隊の活動に
より、「巨木」が観光の目玉に。■年間約250名をおもてなしの心で案内。

1
2

階上売り込み隊会長

階上町出身。首都圏に就職するも
地元にUターンし、仕事のかたわら
地域おこしのボランティア活動に
取り組む。2010年からは浜の活性
化を目的に発足した「階上売り込
み隊」の活動にも加わり、2019年
に会長に就任。

PROFILE

伊藤 武男さん
（階上町在住）

い   とう　 たけ　お

「縄文時代の地域性」
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