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家
族
み
ん
な
で
見
直
し
た
い

生
活
習
慣
の
ポ
イ
ン
ト

✿
食
事
制
限
よ
り
、
食
事
の
と
り

方
や
バ
ラ
ン
ス
を
見
直
そ
う
！

・
３
食
規
則
正
し
く
食
べ
る
。

・
野
菜
を
た
っ
ぷ
り
使
っ
た
料
理

や
、
薄
味
の
和
食
を
中
心
と
し

て
み
る
。

・
よ
く
噛
ん
で
ゆ
っ
く
り
食
べ
る

よ
う
声
掛
け
を
し
た
り
、
噛
み

応
え
の
あ
る
食
材
を
使
う
。

・
水
分
補
給
は
、
ジ
ュ
ー
ス
で
は

な
く
、
水
か
お
茶
に
す
る
。

・
お
や
つ
は
時
間
と
量
を
決
め
て

食
べ
る
。
乳
製
品
や
果
物
な
ど

ヘ
ル
シ
ー
で
栄
養
価
の
高
い
も

の
を
お
や
つ
と
し
て
与
え
る
。

✿
日
常
生
活
で
身
体
を
動
か
せ
る

工
夫
を
し
、
生
活
習
慣
を
整
え

よ
う
！

・
室
内
で
テ
レ
ビ
を
見
た
り
ゲ
ー

ム
を
す
る
よ
り
、
身
体
を
使
っ

た
遊
び
を
楽
し
む
。

・
親
子
遊
び
を
通
し
て
ス
キ
ン
シ

ッ
プ
を
と
る
。

・
身
辺
自
立
を
促
し
、
お
手
伝
い

や
役
割
を
与
え
る
。

・
早
寝
早
起
き
の
習
慣
を
つ
け
る
。

一生の健康を左右する子ども時代の生活習慣
暑
さ
で
食
欲
が
な
く
な
る
こ
の
季
節
、
ア
イ
ス
や
ジ
ュ
ー
ス
な
ど
の
冷
た
く
て
甘
い
も

の
や
、
そ
う
め
ん
な
ど
の
さ
っ
ぱ
り
し
た
食
事
に
偏
り
が
ち
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

特
に
、
子
ど
も
は
、
夏
休
み
で
生
活
リ
ズ
ム
が
乱
れ
が
ち
に
な
る
こ
と
も
加
わ
っ
て
、

夏
の
間
に
体
重
が
急
増
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、
子
ど
も
時
代
か
ら
気
を
つ
け

た
い
生
活
習
慣
の
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
し
ま
す
。

＜子どもの肥満のこわいところ＞

子どもの肥満は成人の肥満に移行する率が高く、将来、脳卒中や心臓病などになる

危険性が高い「生活習慣病」になりやすいということが分かっています。幼児期に太

りやすい生活習慣を身につけてしまうと、大きくなってもその生活習慣を続けてしま

いやすく、肥満を解消するのにかなりの努力を要します。

また、肥満により身体が思うように動かせないことで運動が嫌いになったり、体型

にコンプレックスを抱いて消極的になったりして、さらに肥満を助長してしまう可能

性もあります。

＜村の傾向＞

★幼児の肥満出現率（肥満度＋15％以上）・・・5.3％（平成24年度）

➡ 県の平均（4.34％）より高い率となっています。

★朝ごはんを食べないことがある小学生の率・・・7.7％（平成25年度）

➡ 高い率ではないものの、朝食を

食べていないという子どもが少な

からずいるという現状が気になり

ます。朝食を食べないと、昼や夜

に食べる量が増え、太りやすくな

ってしまいます。

★１日におやつを３回以上食べる３歳児の割合・・・30％（平成24年度）

➡ おやつは、１〜２回／１日までが理想です。
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”胆
石
“
あ
れ
こ
れ

新
潟
県
立
坂
町
病
院

外
科
医
長

大

橋

拓

今
回
は
、
”胆

石
︵
胆
嚢
結
石
︶“

に
つ
い
て
の
お
話
し
で
す
。

胆
嚢
は
、
お
腹
の
右
上
側
に
あ

る
﹁
肝
臓
﹂
の
下
に
へ
ば
り
つ
い

た
約
５
㌢
の
洋
ナ
シ
形
の
袋
で
、

肝
臓
で
作
ら
れ
た
消
化
液
﹁
胆
汁
﹂

を
貯
め
て
い
ま
す
。
胆
汁
は
、
肝

臓
か
ら
出
る
際
に
直
径
６
㍉
く
ら

い
の
管
﹁
総
胆
管
﹂
１
本
に
ま
と

ま
り
﹁
十
二
指
腸
﹂
へ
と
流
れ
、

腸
で
脂
肪
な
ど
を
吸
収
す
る
の
を

助
け
て
い
ま
す
。
総
胆
管
か
ら
途

中
で
横
に
出
る
細
い
脇
道
が
あ
り
、

こ
れ
が
胆
嚢
へ
と
つ
な
が
っ
て
い

ま
す
。
胆
嚢
は
、
食
事
し
な
い
時

に
は
胆
汁
を
貯
め
て
膨
ら
ん
で
い

ま
す
が
、
食
事
し
た
際
に
は
縮
む

こ
と
で
貯
め
て
い
た
胆
汁
を
十
二

指
腸
に
流
し
、
効
率
よ
く
消
化
液

を
食
べ
物
に
混
ぜ
る
助
け
を
し
て

い
ま
す
。

こ
の
胆
嚢
に
石
が
で
き
る
の
が

”胆
石

“
で
す
。
石
は
、
胆
汁
の

成
分
で
あ
る
ビ
リ
ル
ビ
ン
︵
う
ん

ち
の
茶
色
の
も
と
︶
や
コ
レ
ス
テ

ロ
ー
ル
が
固
ま
っ
て
で
き
ま
す
。

コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
石
は
脂
肪

分
・
カ
ロ
リ
ー
の
高
い
食
事
な
ど

で
で
き
や
す
く
な
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

胆
石
も
ち
の
方
の
多
く
は
無
症

状
で
あ
り
、
症
状
の
あ
る
方
は

1
0
0
人
に
数
人
と
も
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
典
型
的
な
症
状
は
、
食

事
︵
特
に
油
っ
こ
い
も
の
︶
を
食

べ
た
時
に
、
石
が
胆
嚢
の
出
口
に

つ
ま
り
、
胆
嚢
が
無
理
し
て
縮
む

こ
と
で
起
こ
る
右
上
腹
部
痛

”胆

石
発
作

“
が
有
名
で
す
。
ほ
か
に
、

流
れ
が
悪
く
な
り
バ
イ
菌
が
た
ま

る

”胆
嚢
炎

“
や
、
総
胆
管
に
石

が
落
ち
て
つ
ま
る
”総

胆
管
結
石

“

が
起
き
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

治
療
は
、
症
状
の
あ
る
方
を
対

象
と
し
て
い
て
、
手
術
と
薬
の
二

つ
が
あ
り
ま
す
。
薬
の
治
療
は
、

”ウ
ル
ソ

“
と
い
う
胆
汁
を
た
く

さ
ん
出
す
薬
︵
熊
の
胆
、
く
ま
の

い
の
主
成
分
で
す
︶
で
胆
汁
の
流

れ
を
良
く
し
、
胆
石
を
溶
か
す
方

法
で
す
が
、
一
部
の
石
に
し
か
効

か
ず
、
薬
を
休
む
と
再
発
す
る
恐

れ
が
あ
り
、
現
在
は
あ
ま
り
行
わ

れ
ま
せ
ん
。
手
術
の
治
療
と
し
て
、

胆
嚢
全
体
を
と
っ
て
し
ま
う
胆
嚢

摘
出
術
が
行
わ
れ
ま
す
。
胆
嚢
は

脇
道
で
胆
汁
を
貯
め
る
だ
け
な
の

で
と
っ
て
し
ま
っ
て
も
消
化
吸
収

に
は
大
き
な
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。

胆
嚢
摘
出
術
は
、
以
前
は
右
の
肋

骨
の
下
を
20
㌢
以
上
と
大
き
く
切

っ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
で
は
１

㌢
程
度
の
キ
ズ
が
３
〜
４
個
だ
け

で
済
む
腹
腔
鏡
︵
カ
メ
ラ
︶
手
術

が
全
国
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

当
院
で
は
、
胆
嚢
摘
出
術
を
、

以
前
こ
の
欄
の
﹁
モ
ー
チ
ョ
ー
の

手
術
の
進
歩
﹂
で
ご
紹
介
し
た
単

孔
式
腹
腔
鏡
手
術
で
行
っ
て
い
て
、

ヘ
ソ
１
か
所
の
穴
か
ら
手
術
し
て

い
ま
す
。
技
術
的
に
は
少
し
難
し

く
な
り
ま
す
が
、
手
術
後
は
ほ
と

ん
ど
傷
が
目
立
ち
ま
せ
ん
の
で
患

者
さ
ん
に
と
っ
て
は
良
い
方
法
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

＊
こ
の
コ
ー
ナ
ー
へ
の
お
問
い
合

わ
せ
は
、
県
立
坂
町
病
院
へ
。

☎
６
２
︱
３
１
１
１

健

康

講

座

健

康

講

座
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関
川
村
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
通
信


地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

役
場
庁
舎
内
１
階

☎
６
４
︱
１
４
７
３

た
場
合
は
早
め
に
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

認
知
症
対
策

︵
今
年
度
の
主
な
取
り
組
み
︶

◆
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

認
知
症
と
い
う
病
気
を
学
び
、

地
域
で
認
知
症
の
方
を
支
え
て

も
ら
う
サ
ポ
ー
タ
ー
を
養
成
し

ま
す
。

◆
認
知
症
連
携
ノ
ー
ト

認
知
症
の
方
の
症
状
や
医
療

の
状
況
を
関
係
者
︵
家
族
、
か

か
り
つ
け
医
、
専
門
医
療
機
関
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
︶
が

共
有
し
、
適
切
な
介
護
を
す
る

た
め
の
ノ
ー
ト
で
す
。
今
年
度

村
上
市
と
一
緒
に
導
入
し
ま
す
。

◆
認
知
症
療
養
相
談
会

認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー

︵
黒
川
病
院
︶
の
医
師
・
心
理

士
が
来
村
し
診
察
や
相
談
に
応

じ
ま
す
。

ま
た
、
家
族
の
集
い
や
認
知

症
講
演
会
、
介
護
職
員
の
研
修

な
ど
も
予
定
し
て
い
ま
す
。

高
齢
化
の
影
響
を
受
け
、
将

来
予
測
さ
れ
る
認
知
症
の
数
が

大
き
く
修
正
さ
れ
ま
し
た
。
平

成
37
年
に
は
全
国
で
4
7
0
万

人
、
高
齢
者
の
12
・
8
％
に
認

知
症
状
が
現
れ
る
と
推
計
さ
れ

て
い
ま
す
。
高
齢
化
率
が
高
い

関
川
村
で
も
例
外
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
平
成
25
年
３
月
時
点
で

高
齢
者
の
17
％
に
認
知
症
状
が

認
め
ら
れ
、
国
の
推
計
値
を
大

き
く
上
回
っ
て
い
ま
す
。

認
知
症
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
症

状
が
あ
り
ま
す
。
早
い
段
階
で

診
察
を
受
け
る
こ
と
で
、
症
状

の
進
行
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
認
知

症
の
進
行
を
遅
ら
せ
る
薬
は
種

類
や
形
態
︵
錠
剤
、
ゼ
リ
ー
薬
、

パ
ッ
チ
剤
等
︶
が
増
え
、
そ
の

人
に
合
っ
た
薬
を
選
べ
る
時
代

に
な
り
ま
し
た
。

も
の
忘
れ
が
ひ
ど
い
、
判
断

・
理
解
力
が
衰
え
た
、
時
間
・

場
所
が
わ
か
ら
な
い
、
人
柄
が

変
わ
っ
た
、
不
安
感
が
強
い
、

意
欲
が
な
い
等
の
症
状
が
あ
っ

﹃
認
知
症
に
つ
い
て
﹄


