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種類 健康指標 計画策定時の値 前回の値（調査時点） 最新値（調査時点） 前回の値との比較 目標値（年度）構造指標(structure,input)過程指標(process)
◎◎◎◎健康づくり地域活動参加者率���� 15.9% (H24) 1７.４% (H2７) ２０.4% (H2８) 3.0ポイント 増加 17.5% (H34)△△△△総合型地域スポーツクラブ 会員数・クラブ数 10,355人（H24） 1３,765人（H27.7.1現在） 13,814人（H28.7.1現在） 49人 増加 70,000人（H34）55クラブ （H24） 61クラブ（H28.3.31現在） 61クラブ（H29.2.1現在） 増減なし 150クラブ（H34）××××食育推進計画策定市町村数 18市町村（H25） 26市町村（H26） ３２市町村（H２８） ６市町村 増加 39市町村（H28）◎◎◎◎妊婦歯科指導実施市町村数 17市町村（H22） 25市町村（H25） 29市町村（H27） 4市町村 増加 27市町村（H34）

行動指標(output)

○○○○運動習慣者の割合（週2日以上） 35% （H23） 41.0%（H27） 43.8%（H2８） 2.8ポイント 増加 45％（H34）○○○○喫煙率 14.2%（H23） 14.6%（H27） 12.2%（H2８） 2.4ポイント 減少 9.9％（H34）△△△△がん検診受診率 胃29.3%（H22） 胃36.7%（H27） 胃36.9%（H2８） 0.2ポイント 増加 50％（H29）肺20.2%（H22） 肺33.8%（H27） 肺34.6%（H2８） 0.8ポイント 増加大腸24.7%（H22） 大腸35.3%（H27） 大腸36.4%（H2８） 1.1ポイント 増加子宮26.3%（H22）(参考:過去２年受診率35.7%) 子宮３０.８%（H27） 子宮32.1%（H2８） 1.３ポイント 増加乳房26.9%（H22）(参考:過去２年受診率35.7%) 乳房32.9%（H27） 乳房3５.６%（H2８） 2.7ポイント 増加△△△△特定健診受診率△△△△特定保健指導利用率 健診25.1%（H23国保） 健診29.5%（H26国保） 健診３０.８%（H27国保） 1.３ポイント 増加 健診60％（H29）保健指導14.2% （H23国保） 保健指導14.4%（H26国保） 保健指導15.4%（H27国保） 1.0ポイント 増加 保健指導60％（H29）××××日本型食生活実践率 47.1%（H24）「ほとんど日本型食生活である」47.1%「日本型食生活であることが多い」40.1％合計 87.2％ 3３.６%（H27）「ほとんど日本型食生活である」 3３.６％「日本型食生活であることが多い」 5３.４％合計 87.０％ 3８.８％（H2８）「ほとんど日本型食生活である」38.8％「日本型食生活であることが多い」5１.６％合計 90.4％ ５.2ポイント 増加 52.0％（H34）
△△△△歯科検診受診率（男性）○○○○歯科検診受診率（女性） 男性33.0%（H23） 男性3９.３%（H27） 男性37.6%（H28） 1.7ポイント 減少 50％（H34）女性39.6%（H23） 女性4５.２％（H27） 女性47.5%（H28） ２.３ポイント 増加

１．主な重点健康指標（最新値の状況）その１
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平成2９年5月8日 奈良県健康長寿プロジェクトなら健康長寿基本計画推進戦略会議 資料◎：目標達成済◎：目標達成済◎：目標達成済◎：目標達成済 ○：目標達成ペースで改善○：目標達成ペースで改善○：目標達成ペースで改善○：目標達成ペースで改善 △：目標達成に届かないペースで改善△：目標達成に届かないペースで改善△：目標達成に届かないペースで改善△：目標達成に届かないペースで改善 ××××：悪化：悪化：悪化：悪化



１．主な重点健康指標（最新値の状況）その２種類 健康指標 計画策定時の値 前回の値（調査時点） 最新値（調査時点） 前回の値との比較 目標値（年度）

結果指標(outcome)

◎◎◎◎ ６５歳未満死亡率（人口10万対） 男性215（H23） 男性196（H26） 男性1８３（H2７） 13ポイント 減少 男性193（H34）女性115（H23） 女性94（H2６） 女性 9６（H2７） ２ポイント 増加 女性103（H34）◎◎◎◎高血圧・糖尿病有病率（50歳代） 高血圧 男性29.6%（H22国保） 高血圧 男性25.9%（H26国保） 高血圧 男性25.8%（H27国保） 0.1ポイント 減少 高血圧 男性26.6%（H34）高血圧 女性19.8%（H22国保） 高血圧 女性15.9%（H26国保） 高血圧 女性16.2%（H27国保） 0.3ポイント 増加 高血圧 女性17.8%（H34）糖尿病 男性9.6%（H22国保） 糖尿病 男性8.4%（H26国保） 糖尿病 男性8.2%（H27国保） 0.2ポイント 減少 糖尿病 現状維持（H34）糖尿病 女性3.8%（H22国保） 糖尿病 女性2.7%（H2６国保） 糖尿病 女性3.1%（H27国保） 0.4ポイント 増加心臓病・脳卒中死亡率（年齢調整死亡率、人口10万対） 心臓病 男性81.4（H22） 心臓病 男性81.4（H22） 心臓病 男性81.4（H22） 心臓病 男性73.3（H34）心臓病 女性48.6（H22） 心臓病 女性48.6（H22） 心臓病 女性48.6（H22） 心臓病 女性43.7（H34）脳卒中 男性39.3（H22） 脳卒中 男性39.3（H22） 脳卒中 男性39.3（H22） 脳卒中 男性35.3（H29）脳卒中 女性20.7（H22） 脳卒中 女性20.7（H22） 脳卒中 女性20.7（H22） 脳卒中 女性18.6（H29）○○○○がん死亡率（75歳未満、年齢調整死亡率、人口10万対） 80.0（H23） 75.1（H2６） 71.1（H27） 4.0ポイント 減少 70.0 （H29）△△△△ ８０２０達成者率（75～84歳20本） 43.3%（H23）県民健康・栄養調査 40.5%（H27）なら健康長寿基礎調査 44.1%（H28）なら健康長寿基礎調査 3.6ポイント 増加 55.0%（H34）××××前期高齢者の要介護認定率（要支援及び要介護） 4.11%（H23） 4.14%（H27） 4.1２%（H28） 0.0２ポイント 減少 減少（H34）
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なら健康長寿基本計画の中間見直しにあたっての考え方○ 目標達成済の指標（◎◎◎◎）については、中間見直しにあたって目標値の再設定（上方修正等）を検討する。○ 目標値と開きのある指標（△△△△及び××××）については、中間見直しにあたって、指標の目標値または定義、施策内容等を検討する。※ 心臓病・脳卒中死亡率（年齢調整死亡率、人口10万対）のH27データは、現時点で厚生労働省から未発表のため比較していない。



運動習慣者の割合（週２日以上）

大腸がん検診受診率（40～69歳）肺がん検診受診率（40～69歳）

乳がん検診受診率（40～69歳女性） 子宮頸がん検診受診率（20～69歳女性）

特定健診受診率

日本型食生活実施率

目標値：50%(H29) 目標値：50%(H29)

目標値：50%(H29)

目標値：9.9%(H34)

目標値：52.0%(H34)

目標値：45%(H34)

目標値：50%(H29)

目標値：60%(H29)

出典：なら健康長寿基礎調査（健康づくり推進課）

出典：なら健康長寿基礎調査（健康づくり推進課） 出典：なら健康長寿基礎調査（健康づくり推進課） 出典：市町村国保特定健康診査・特定保健指導実施状況概況報告書（公益社団法人国民健康保険中央会）※H27年は速報値
喫煙率

過去２年間に受診有国の指針では乳がん検診の受診間隔は２年 国の指針では子宮頸がん検診の受診間隔は２年 日本型食生活とは、ごはんを主食に、主菜副菜等のバランスがとれた食生活のこと
40位41位

41位 41位

出典：なら健康長寿基礎調査（健康づくり推進課）国民生活基礎調査（厚生労働省） 出典：なら健康長寿基礎調査（健康づくり推進課）国民生活基礎調査（厚生労働省）

出典：なら健康長寿基礎調査（健康づくり推進課）国民生活基礎調査（厚生労働省） 出典：なら健康長寿基礎調査（健康づくり推進課）国民生活基礎調査（厚生労働省）
過去２年間に受診有

２２２２．重点健康指標（うち行動指標）の進捗状況．重点健康指標（うち行動指標）の進捗状況．重点健康指標（うち行動指標）の進捗状況．重点健康指標（うち行動指標）の進捗状況

○がん検診受診率は、胃・肺・大腸は上昇傾向にあるも、これまでのペースでは目標に届かない目標に届かない目標に届かない目標に届かない状況状況状況状況。○日本型食生活実施率（「ほとんど日本型生活である」と回答）は低下傾向低下傾向低下傾向低下傾向。○特定健診受診率は、全国平均を下回り、目標値と大きく開いている目標値と大きく開いている目標値と大きく開いている目標値と大きく開いている状況状況状況状況。

出典：なら健康長寿基礎調査（健康づくり推進課）国民生活基礎調査（厚生労働省）
胃がん検診受診率（40～69歳）目標値：50%(H29)

39.5

43.4

40位
２２
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332

756

325

190

312

108

48

55

33

8

7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0-9本
(N=899)

10-19本
(N=578)

20本以上
(N=1,130)

75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上

３３３３．．．．75757575歳以上高齢者の残存歯数と健康状態等の関係歳以上高齢者の残存歯数と健康状態等の関係歳以上高齢者の残存歯数と健康状態等の関係歳以上高齢者の残存歯数と健康状態等の関係

現在の年齢

出典：なら健康長寿基礎調査（H25～H27）
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286
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7

7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0-9本
(N=899)

10-19本
(N=578)

20本以上
(N=1,130)

男性 女性 無回答 72

38

102

108

102

198

402

260

545

226

141

218

70

30

45

21

7

22

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0-9本
(N=899)

10-19本
(N=578)

20本以上
(N=1,130)

よい まあよい ふつう あまりよくない よくない 無回答残存歯数が多いグループほど年齢分布が若い傾向にある 男女比はどのグループもほぼ1:1で顕著な差はみられない 残存歯数が多いグループほど体調良好者の占める割体調良好者の占める割体調良好者の占める割体調良好者の占める割合が高い合が高い合が高い合が高い傾向にある
321

205

335

484

334

714

94

39

81

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0-9本
(N=899)

10-19本
(N=578)

20本以上
(N=1,130)

ある ない 無回答残存歯数が多いグループほど健康上の問題で日常日常日常日常生活に影響ある人の割合が低い生活に影響ある人の割合が低い生活に影響ある人の割合が低い生活に影響ある人の割合が低い傾向にある
236

176

377

293

215

452

221

105

153

149

82

148

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0-9本
(N=899)

10-19本
(N=578)

20本以上
(N=1,130)

週0～2日 週3～4日 週6,7日 無回答
１週間のうち外出しない日数１週間のうち外出しない日数

残存歯数が多いグループほど外出しない日数が少な外出しない日数が少な外出しない日数が少な外出しない日数が少ないいいい傾向にある
315

225

484

435

259

487

149

94

159

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0-9本
(N=899)

10-19本
(N=578)

20本以上
(N=1,130)

ある ない 無回答
健康づくりのための取組健康づくりのための取組

残存歯数が多いグループほど健康づくりに取り組んで健康づくりに取り組んで健康づくりに取り組んで健康づくりに取り組んでいる人の割合がわずかに高いいる人の割合がわずかに高いいる人の割合がわずかに高いいる人の割合がわずかに高い傾向にある
202

158

314

215

167

333

81

48

117

355

189

326

46

16

40

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0-9本
(N=899)

10-19本
(N=578)

20本以上
(N=1,130)

毎日実施 週2回以上 週1回 ほとんどしていない 無回答残存歯数が多いグループほど運動・スポーツの実施頻運動・スポーツの実施頻運動・スポーツの実施頻運動・スポーツの実施頻度が高い度が高い度が高い度が高い傾向にある
546

419

1025

328

155

92

25

4

13

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0-9本
(N=899)

10-19本
(N=578)

20本以上
(N=1,130)

はい いいえ 無回答残存歯数が多いグループほど何でも噛んで食べること何でも噛んで食べること何でも噛んで食べること何でも噛んで食べることができる人の割合が高いができる人の割合が高いができる人の割合が高いができる人の割合が高い傾向にある
262

294

614

572

272

501

65

12

15

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0-9本
(N=899)

10-19本
(N=578)

20本以上
(N=1,130)

受けている 受けていない 無回答残存歯数が多いグループほど定期的な歯科検診を受定期的な歯科検診を受定期的な歯科検診を受定期的な歯科検診を受けている人の割合が高いけている人の割合が高いけている人の割合が高いけている人の割合が高い傾向にある

現在の健康状態現在の健康状態性別

運動・スポーツの実施頻度運動・スポーツの実施頻度 何でも噛んで食べることができる何でも噛んで食べることができる 定期的な歯科検診定期的な歯科検診

残存歯数が多いほど健康によい行動をとる傾向にある

健康上の問題で日常生活に影響健康上の問題で日常生活に影響

２３
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778 

326 

967 

367 

469 

259 

1,163 

1,613 

33 

25 

0% 20% 40% 60% 80% 100%あるない 運動頻度毎日 週２日以上 週１回 ほとんどなし 無回答
健康的食習慣の継続した取り組み

（２）健康的な食生活の取り組みと運動習慣、健康状態

（１）健康的な食生活の取り組みと運動頻度

４４４４．食生活と運動の関係．食生活と運動の関係．食生活と運動の関係．食生活と運動の関係

出典：なら健康長寿基礎調査（H27）○運動習慣があり、健康的な食生活習慣の取組もある人運動習慣があり、健康的な食生活習慣の取組もある人運動習慣があり、健康的な食生活習慣の取組もある人運動習慣があり、健康的な食生活習慣の取組もある人は、健康状態（主観的健康観）が「よい」と回答した者の割合が最も多い。

○運動習慣がなく、健康的な食生活習慣運動習慣がなく、健康的な食生活習慣運動習慣がなく、健康的な食生活習慣運動習慣がなく、健康的な食生活習慣のののの取組もない人取組もない人取組もない人取組もない人は、健康状態が「よい」と回答した者の割合が最も少ない。

○健康的な食生活習慣のために半年以上継続継続継続継続しているしているしているしている

取組がある人は、取組がある人は、取組がある人は、取組がある人は、ない人と比較して運動頻度運動頻度運動頻度運動頻度が多いが多いが多いが多い傾傾傾傾

向向向向にある。にある。にある。にある。

２４

平成2９年5月8日 奈良県健康長寿プロジェクトなら健康長寿基本計画推進戦略会議 資料
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【調査期間】

平成28年10月26日～11月30日

【調査対象】

（１）成人

平成28年9月1日現在で県内在住の20歳以上の方から無作為抽出し

た10,250人

（２）小学生

県内公立小学校201校から無作為に抽出した20校に通学する1年生

959人と5年生990人

（３）三歳児の保護者

調査期間中に市町村が実施する三歳児健康診査の対象となった三

歳児の保護者940人

【調査票】

○BDHQ（簡易式自記式食事歴法）質問票

（過去１ヶ月間の乳類、魚類、肉類、野菜、果物、菓子類、麺類等

の食物摂取頻度等）

○生活習慣に関する調査票

（生活習慣・食習慣等）

【調査方法】

（１）成人

郵送配付・郵送回収。調査期間中に礼状兼督促状を1回送付

（２）小学生

学校を経由し配付し、家庭に持ち帰り回答。学校にて回収

（３）三歳児の保護者

次の①～③のいずれか

①市町村を経由し保護者に配付・郵送回収

②市町村を経由し保護者に郵送・市町村にて回収

③市町村を経由し保護者に郵送・郵送回収

【回収率等】

【結果の見方の留意点】

○本調査における栄養摂取状況調査結果は、摂取した食品の種類と

量の記録に基づく調査ではないため、摂取量の絶対値を示すもので

はない。

○各栄養素および野菜摂取量・食塩摂取量等は、BDHQにより算出さ

れた粗データを基に集計。

○調査は、人口、性別、・年齢を考慮して抽出し、かつ同一条件で調査

を実施しており、成人の結果において各市町村間および集団内での

ランク付けという点においては有効なデータ。

５５５５．平成．平成．平成．平成28282828年度県民健康・食生活実態調査の概要について年度県民健康・食生活実態調査の概要について年度県民健康・食生活実態調査の概要について年度県民健康・食生活実態調査の概要について

調査対象 配付数 回収数 回収率（％）

成人 10,250 5,179 50.5

小学１年生 959 826 86.1

小学５年生 990 860 86.9

三歳児の保護者 940 493 52.4

２５
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２６

５５５５(1).(1).(1).(1).市町村別健康寿命と野菜・食塩摂取量（男性）市町村別健康寿命と野菜・食塩摂取量（男性）市町村別健康寿命と野菜・食塩摂取量（男性）市町村別健康寿命と野菜・食塩摂取量（男性）
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出典：平成出典：平成出典：平成出典：平成28年度県民健康・年度県民健康・年度県民健康・年度県民健康・食生活食生活食生活食生活実態調査実態調査実態調査実態調査出典：平成出典：平成出典：平成出典：平成28年度県民健康・年度県民健康・年度県民健康・年度県民健康・食生活食生活食生活食生活実態調査実態調査実態調査実態調査

平成2９年5月8日 奈良県健康長寿プロジェクトなら健康長寿基本計画推進戦略会議 資料
市町村別６５歳時市町村別６５歳時市町村別６５歳時市町村別６５歳時健康健康健康健康寿命（寿命（寿命（寿命（H25-27年）男性年）男性年）男性年）男性

市町村別野菜摂取量（市町村別野菜摂取量（市町村別野菜摂取量（市町村別野菜摂取量（g/日）男性日）男性日）男性日）男性

市町村別食塩摂取量（市町村別食塩摂取量（市町村別食塩摂取量（市町村別食塩摂取量（g/日）男性日）男性日）男性日）男性

目標値目標値目標値目標値 350ｇ/日

目標値目標値目標値目標値 8ｇ/日
○すべての市町村において、野菜摂取量野菜摂取量野菜摂取量野菜摂取量は目標値に比べ、不足している。不足している。不足している。不足している。○健康寿命と野菜摂取量に相関関係はみられなかった。
○すべての市町村において、食塩摂取量食塩摂取量食塩摂取量食塩摂取量は目標値に達していない。（目標値より過剰目標値より過剰目標値より過剰目標値より過剰）○健康寿命と食塩摂取量に相関関係はみられなかった。
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山添村 王寺町 曽爾村 平群町 安堵町 川西町 五條市 上牧町 三宅町 明日香村 宇陀市 生駒市 野迫川村 川上村 香芝市 奈良市 大淀町 橿原市 奈良県 斑鳩町 桜井市 田原本町 御杖村 葛城市 下市町 三郷町 天川村 御所市 黒滝村 吉野町 下北山村 河合町 高取町 大和高田市 大和郡山市 十津川村 上北山村 広陵町 天理市 東吉野村

出典：健康づくり推進課調べ出典：健康づくり推進課調べ出典：健康づくり推進課調べ出典：健康づくり推進課調べ出典：健康づくり推進課調べ出典：健康づくり推進課調べ出典：健康づくり推進課調べ出典：健康づくり推進課調べ

出典：平成出典：平成出典：平成出典：平成28年度県民健康・年度県民健康・年度県民健康・年度県民健康・食生活食生活食生活食生活実態調査実態調査実態調査実態調査出典：平成出典：平成出典：平成出典：平成28年度県民健康・年度県民健康・年度県民健康・年度県民健康・食生活食生活食生活食生活実態調査実態調査実態調査実態調査 ２７

平成2９年5月8日 奈良県健康長寿プロジェクトなら健康長寿基本計画推進戦略会議 資料

目標値目標値目標値目標値 8ｇ/日
○すべての市町村において、野菜摂取量野菜摂取量野菜摂取量野菜摂取量は目標値に比べ、不足している。不足している。不足している。不足している。○健康寿命と野菜摂取量に相関関係はみられなかった。
○すべての市町村において、食塩摂取量食塩摂取量食塩摂取量食塩摂取量は目標値に達していない。（目標値より過剰目標値より過剰目標値より過剰目標値より過剰）○健康寿命と食塩摂取量に相関関係はみられなかった。
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男性男性男性男性 女性女性女性女性

野菜摂取量（g/日）野菜摂取量（g/日）

食塩摂取量（g/日） 食塩摂取量（g/日）

男女とも野菜摂取量と食塩摂取量には相関が見られる。野菜摂取量が多ければ、食塩摂取量も多い傾向に

ある。

r=0.69

p=0.00

r=0.45

p=0.00
山添村 天川村川上村 曽爾村東吉野村上牧町十津川村 五條市御杖市

上北山村三郷町下北山村 王寺町 野迫川村安堵町

山添村曽爾村五條市御杖村 宇陀市明日香村
奈良市三郷町 王寺町平群町

5(3)5(3)5(3)5(3)．．．．市町村別野菜摂取量と食塩摂取量市町村別野菜摂取量と食塩摂取量市町村別野菜摂取量と食塩摂取量市町村別野菜摂取量と食塩摂取量
平成2９年5月8日 奈良県健康長寿プロジェクトなら健康長寿基本計画推進戦略会議 資料
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野菜摂取量（g/日）野菜摂取量（g/日）

食塩摂取量（g/日） 食塩摂取量（g/日）

男女とも野菜摂取量と食塩摂取量には相関が見られる。野菜摂取量が多ければ、食塩摂取量も多い傾向に

ある。

r=0.70 

p=0.00

r=0.66

P=0.00

5(4)5(4)5(4)5(4)．．．．都道府県別都道府県別都道府県別都道府県別別野菜摂取量別野菜摂取量別野菜摂取量別野菜摂取量と食塩摂取量と食塩摂取量と食塩摂取量と食塩摂取量
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3歳男子 3歳女子 1年男子 1年女子 5年男子 5年女子

野菜摂取量野菜摂取量野菜摂取量野菜摂取量 食塩摂取量食塩摂取量食塩摂取量食塩摂取量

【【【【参考摂取目標量参考摂取目標量参考摂取目標量参考摂取目標量】】】】

1-2歳 3-5歳 6-8歳 9-11歳 12-14歳その他の野菜 120 150 150 200 200緑黄色野菜 90 90 90 90 100合 計 210 240 240 290 300

1-2歳 3-5歳 6-7歳 8-9歳 10-11歳 12-14歳男子 3.0未満 4.0未満 5.0未満 5.5未満 6.5未満 8.0未満女子 3.5未満 4.5未満 5.5未満 6.0未満 7.0未満 7.0未満

三歳児、小学生とも野菜摂取量が少なく少なく少なく少なく、食塩摂取量が多い多い多い多い。

特に三歳児の野菜摂取量は、目標とされる量の半分以下目標とされる量の半分以下目標とされる量の半分以下目標とされる量の半分以下である。

【【【【参考摂取目標量参考摂取目標量参考摂取目標量参考摂取目標量】】】】

※食事摂取基準(2015年版)では詳細な年代別の食品構成は示されていない

（g） （g）

（g）（g）
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上段：その他の野菜下段：緑黄色野菜
102

111

176 174
185 185

138ｇｇｇｇ少ない少ない少ない少ない
目標：２４０ｇ 目標：２９０ｇ

105ｇｇｇｇ少ない少ない少ない少ない

出典：第6次日本人の栄養所要量の活用編より 出典：日本人の食事摂取基準（2015年版）より抜粋

5ｇｇｇｇ多い多い多い多い 6.6ｇｇｇｇ多い多い多い多い
4.6ｇｇｇｇ多い多い多い多い 4.9ｇｇｇｇ多い多い多い多い 5.4ｇｇｇｇ多い多い多い多い 3.9ｇｇｇｇ多い多い多い多い

目標摂取量
５５５５(5)(5)(5)(5)．．．．子ども子ども子ども子どもの野菜・食塩摂取量の野菜・食塩摂取量の野菜・食塩摂取量の野菜・食塩摂取量

出典：平成２８年度県民健康・食生活実態調査（健康づくり推進課）出典：平成２８年度県民健康・食生活実態調査（健康づくり推進課）

３０

目標目標目標目標
4.0ｇｇｇｇ未満未満未満未満 目標目標目標目標

4.5ｇｇｇｇ未満未満未満未満 目標目標目標目標
5.0ｇｇｇｇ未満未満未満未満 目標目標目標目標

5.5ｇｇｇｇ未満未満未満未満 目標目標目標目標
6.5ｇｇｇｇ未満未満未満未満 目標目標目標目標

7.0ｇｇｇｇ未満未満未満未満
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