
平成２５年度民間賃貸借上住宅等入居者健康調査結果の概要 

 

１ 調査の目的 

      民間賃貸借上住宅等での生活が長期化するに伴って，様々な健康問題の発生が懸念されることか

ら，入居者の健康状況を把握し，要フォロー者を必要な健康支援事業に結びつけるとともに，施策

展開の基礎資料とすることを目的として平成２３年度及び平成２４年度に引き続き実施したもの。 

 

２ 実施主体 

宮城県及び３５市町村の共同実施 

 

３ 調査対象 

県内に所在する民間賃貸借上住宅入居者 

公営住宅入居者（調査を希望した１３市町村） 

計 

１８，１５１世帯 

２０６世帯 

１８，３５７世帯 

（前年度  ２１，７５８世帯） 

（前年度（１６市町村） ４１４世帯） 

（前年度  ２２，１７２世帯） 

 

４ 実施時期 

平成２５年１１月～平成２６年２月 （前年度 平成２４年１２月～平成２５年３月） 

 

５ 調査方法 

(1) 配布  郵送（一部の公営住宅入居者に対しては，市町村の訪問による配布） 

(2) 回収  郵送（被災時と異なる市町村に住んでいて，２年続けて未回答の高齢者世帯に対して

は，訪問による聞き取り） 

 

６ 調査項目 

(1) 個人属性（氏名，性別，生年月日，続柄，職業） 

(2) 健康状況（身体的・心理的状況，身体活動・社会性の状況など） 

 

７ 回収率 

(1) 配布世帯数  １８，３５７世帯 （前年度 ２２，１７２世帯） 

(2) 回収世帯数  １１，５３６世帯 （前年度 １４，１２４世帯） 

(3) 回収率      ６２．８％  （前年度   ６３．７％） 

(4) 有効回答人数 ２７，２５６人  （前年度 ３４，２２２人） 

 

８ 調査結果   別紙のとおり 

 

９ 調査後の対応 

(1) 回収した調査票は既に住民登録をしている市町村に送付し，市町村において，ひとり暮らし高

齢者や心の問題を抱えた人などの状況確認・支援が行われている。 

県では，市町村が実施している状況確認や支援事業をみやぎ心のケアセンターなどの関係機関

と連携して支援している。 

(2) 高齢者等の見守り，交流の機会の確保，心のケアなどについて，引き続き県と市町村が連携し

て推進する。 

(3) 調査結果を基に各市町村とともに地域の課題検討を行った上，市町村による課題への対応を支

援するとともに，有識者の助言を得ながら今後想定される課題への対応策を検討・実施する。 



平成２５年度

民間賃貸借上住宅等入居者健康調査の結果

世帯ごとの人数は，「２人」が31.1％と最多で，次いで「１人」が28.8％となっている。前年度調査
(※１)と比べると，「３人」及び「４人以上」の割合が低くなり，「１人」及び「２人」の割合が高くなった。

１ 世帯の状況

表1－1 世帯人数

65歳以上でひとり暮らしの世帯は1,203世帯ある。全世帯に占める割合は10.4％であり，前年度調
査と比べて2.8ポイント高くなった。

表１－２ 独居高齢者世帯の割合

注 回答無記入・内容不明のデータは，除外して集計した（以下同じ）。

※１ 平成２４年度民間賃貸借上住宅等入居者健康調査（平成24年12月～平成25年3月実施）（以下同じ）。

※２ 平成２３年度民間賃貸借上住宅等入居者健康調査（平成24年1月～平成24年3月実施）（以下同じ）。

※３ 高齢者人口調査及び住民基本台帳世帯数より。

別 紙

（１）世帯人数

（２）独居高齢者世帯

1人, 

28.8 

25.8 

17.2 

2人, 

31.1 

30.8 

29.1 

3人, 

19.8 

21.0 

22.0 

4人以上,

20.3 

22.4 

31.7 

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

図１－１ 世帯人数（割合％）

Ｈ24調査

Ｈ25調査

Ｈ23調査

Ｈ２４調査　※１ Ｈ２３調査　※2

世帯数 割合 割合 割合

1人 3,321 28.8% 25.8% 17.2%

2人 3,588 31.1% 30.8% 29.1%

3人 2,289 19.8% 21.0% 22.0%

4人以上 2,338 20.3% 22.4% 31.7%

合計 11,536 100.0% 100.0% 100.0%

世帯人数
Ｈ２５調査

Ｈ２５調査 Ｈ２４調査 Ｈ２３調査
参考 － 県平均

　(H25.3末)　※3

10.4% 7.6% 6.0% 9.6%
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65歳以上の高齢者の割合は24.3％であり，前年度調査と比べて1.6ポイント高くなった。
なお，県平均の高齢化率は，平成25年３月末現在で23.3％であった（高齢者人口調査より）。

２ 調査対象者の属性

表２－１ 性別 表２－２ 年齢構成

図２－１ 年齢構成

職業は，「無職」及び「会社員」が25.3％と最多で，「パート・アルバイト」12.2％，「学生」11.9％
と続いている。前年度調査と比べると，「会社員」の割合が1.4ポイント高くなった。

表２－３ 職業（複数回答あり）

（１）性別・年齢構成

（２）職業

Ｈ２４調査 Ｈ２３調査

人数 割合 割合 割合

0-9歳 2,408 8.8% 9.0% 8.8%

10-19歳 2,211 8.1% 8.9% 10.2%

20-29歳 2,503 9.2% 9.7% 9.8%

30-39歳 3,778 13.9% 13.9% 13.1%

40-49歳 3,454 12.7% 12.6% 12.7%

50-59歳 3,801 13.9% 13.9% 14.4%

60-69歳 4,484 16.5% 15.8% 15.0%

70-79歳 2,938 10.8% 10.4% 10.1%

80歳以上 1,679 6.2% 5.9% 5.9%

合計 27,256 100.0% 100.0% 100.0%

65歳以上（再掲） 6,615 24.3% 22.7% 22.0%

年代
Ｈ２５調査性別 人数 （ 割合 ）

男性 12,758 （ 46.8% ）

女性 14,498 （ 53.2% ）

合計 27,256 （ 100.0% ）
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Ｈ２４調査 Ｈ２３調査

人数 割合 割合 割合

会社員 6,662 25.3% 23.9% 22.4%

公務員 566 2.1% 2.6% 3.0%

自営業 1,452 5.5% 5.6% 3.1%

 ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ 3,215 12.2% 11.6% 7.1%

主婦 2,782 10.6% 11.7% 4.7%

学生 3,141 11.9% 12.6% 14.1%

無職 6,679 25.3% 24.5% 31.1%

農業 214 0.8% 0.8%

漁業 168 0.6% 0.8% 14.5%

その他 1,479 5.6% 6.0%

合計 26,358 100.0% 100% 100%

職業
Ｈ２５調査
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最近１年間に健診を受けた人は，69.9％であり，前年度調査と比べて4.2ポイント高くなった。
年代別・男女別では，80歳以上の男性で59.4％，女性で50.7％と低くなっている。

３ 健診の受診状況

表３－１ 健診受診状況（対象：19歳以上）

体調については，「あまり良くない」，「とても悪い」と回答した人の割合は16.2％であり，前年度
調査と比べて0.8ポイント低くなった。年代に比例して多くなっている。

４ 体調

図４－２ 「あまり良くない」と「とても悪い」の合計の割合（年代別）

大変よい

まあよい

あまりよくない

＋とても悪い

図３－１ 健診受診の状況

Ｈ２４調査

人数 割合 割合

受けた 15,556 69.9% 65.7%

受けていない 6,551 29.4% 34.1%

分からない 157 0.7% 0.2%

合計 22,264 100.0% 100.0%
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図３－２ 健診を受けた人の割合（年代別）

表４－１

体調の状況

図４－１

体調の状況

Ｈ２４調査 Ｈ２３調査

人数 割合 割合 割合

大変よい 5,095 19.2% 19.3% 14.2%

まあよい 17,115 64.6% 63.7% 66.9%

あまり良くない 3,909 14.7% 15.6% 17.4%

とても悪い 393 1.5% 1.4% 1.5%

合計 26,512 100.0% 100.0% 100.0%

Ｈ２５調査
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現在，病気がある人の割合は38.8％で，前年度調査から1.8ポイント低くなった。

５ 疾病の状況

表５－１ 現在の病気の有無

表５－３ 病気の種類別（複数回答あり）

表５－４ 治療を中断している人の数（年代別）

※１ 割合は，有効回答数に占める割合。

※２ 平成２４年度調査では，「現在は通院・治療していない」と回答した人の数。

※３ 平成２３年度調査では，「震災により治療が中断している」と回答した人の数。

※４ 病気があると答えた人に占める割合。

病気別では，高血圧（18.4％）が最多で，次いで糖尿病（6.1％）となっている。また，病気があ
るが治療を中断している人は427人で，病気がある人の4.2％となっている。

図５－３ 病気の種類別（複数回答あり）

Ｈ２４調査 Ｈ２３調査

人数 割合 割合 割合

ある 10,106 38.8% 40.6% 37.7%

ない 15,959 61.2% 59.4% 62.3%

合計 26,065 100.0% 100.0% 100.0%
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図５－２ 病気のある人の割合（年代別）
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図５－１ 現在の病気の有無

Ｈ２４調査 Ｈ２３調査

人数 割合※１ 割合※１ 割合※１

高血圧 5,011 18.4% 19.0% 16.9%

糖尿病 1,667 6.1% 6.4% 5.0%

心疾患 958 3.5% 3.6% 2.8%

呼吸器疾患 805 3.0% 3.1% 2.3%

がん 748 2.7% 2.4% 1.3%

精神疾患 701 2.6% 2.9% 未調査

脳血管疾患 488 1.8% 1.9% 1.2%

透析 93 0.3% 0.3% 0.2%

その他 3,642 13.4% 15.1% 15.5%

病名
Ｈ２５調査

年代 Ｈ25調査 Ｈ24調査※２ Ｈ23調査※３

0-9歳 2 16 2

10-19歳 17 34 14

20-29歳 27 38 18

30-39歳 44 72 16

40-49歳 69 101 32

50-59歳 94 145 44

60-69歳 102 183 44

70-79歳 41 157 31

80歳以上 31 101 9

合計 427 847 210
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53.1%

58.4%

5点未満, 

61.4%

27.8%

25.2%

5-9点, 

24.1%

9.5%

8.4%

7.7%

9.6%

8.0%

6.8%

H23

H24

H25

不安，抑うつ症状を測定する指標であるＫ６ (※１)で見ると，支援が必要な程度の強い心理的苦
痛を感じているとされる13点以上の割合は6.8％であり，前年度調査と比べて1.2ポイント低くなっ
た。年代別では高齢層で高く，80歳以上の男性が10.4％，女性が13.5％となっている。

６ 心の問題

表６－１ 心の状況（Ｋ６，対象：18歳以上）

図６－１ 心の状況

表６－２ 「１３点以上」の割合（年代別）

※１ Ｋ６とは

Ｋ６は米国のKesslerらによって，うつ病・不安障害などの精神疾患をスクリーニングすることを目的として開発され，一般住民を対

象とした調査で心理的ストレスを含む何らかの精神的な問題の程度を表す指標として広く利用されている。

「神経過敏に感じましたか」「絶望的だと感じましたか」「そわそわ，落ち着かなく感じましたか」「気分が沈み込んで，何が起こって

も気が晴れないように感じましたか」「何をするのも骨折りだと感じましたか」「自分は価値のない人間だと感じましたか」の６つの質

問について５段階（「まったくない」（０点），「少しだけ」（１点），「ときどき」（２点），「たいてい」（３点），「いつも」（４点））で点数化す

る。合計点数が高いほど，精神的な問題がより重い可能性があるとされている。

平成２２年に厚生労働省が実施した国民生活基礎調査では，１３点以上が4.6％であった（２０歳以上。「不詳」を除いて集計）。

※２ 割合は，Ｋ６について有効な回答（6項目中４項目以上の回答）があった１８歳以上の人に占める割合。

10-12点 13点以上

Ｈ２４調査 Ｈ２３調査

人数 割合 割合 割合

13点以上 1,406 6.8% 8.0% 9.6%

10-12点 1,603 7.7% 8.4% 9.5%

5-9点 4,989 24.1% 25.2% 27.8%

5点未満 12,700 61.4% 58.4% 53.1%

合計 20,698 100.0% 100.0% 100.0%

Ｈ２５調査

（％） 合計 18-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上

男性 5.6 4.4 5.0 6.1 5.2 5.6 6.1 10.4

女性 7.8 5.6 6.8 8.9 7.0 7.9 7.4 13.5

合計 6.8 5.0 6.0 7.6 6.2 6.8 6.9 12.5
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図６－２ 「１３点以上」の割合（年代別）

割合/年代
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災害を思い出して気持ちが動揺することがあると回答した人の割合は20.9％となっている。前年
度調査と比べて3.7ポイント低くなった。全体的に女性が高く，70歳代女性では35.6％となってい

表７－１ 心の動揺

眠れない人の割合は12.1％であり，前年度調査と比べて0.4ポイント高くなった。男女別では

女性が，年代別では60歳代から80歳代で高くなっており，60歳代女性が22.0％，70歳代女性が

21.9％となっている。

８ 不眠の状況

図７－１ 災害を思い出して気持ちが動揺することがある人の割合 ※

表８－１ 不眠の状況

※ 割合は，有効回答数に占める割合。

７ 心の動揺
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図８－２ 不眠の割合※

割合/年代

Ｈ２４調査

人数 割合※ 割合※

災害を思い出して気持
ちが動揺することがある

5,696 20.9% 24.6%

Ｈ２５調査

Ｈ２４調査 Ｈ２３調査

人数 割合※ 割合※ 割合※

眠れない 3,299 12.1% 11.7% 15.2%

Ｈ２５調査
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朝又は昼から飲酒することがある人の割合は2.1％であり，前年度調査と比べて0.3ポイント高く
なった。60歳代男性が6.4％と最も高く，次いで50歳代男性が6.2％となっている。

９ 飲酒の状況

表９－１ 飲酒の状況

体重が減少した人の割合は8.1％で，前年度調査と比べて0.8ポイント低くなった。体重が増加
した人の割合は15.9％で，前年度調査と比べて1.4ポイント高くなった。

１０ 食欲及び体重変化の状況

表１０－１ 食欲及び体重変化の状況

※1 割合は，有効回答数に占める割合。

※２ 平成24年度は「震災前に比べて体重が減少又は増加した」割合。平成25年度は「1年前に比べて体重が減少又は増加した」割合。

図９－２ 飲酒の割合 ※１

Ｈ２４調査 Ｈ２３調査

人数 割合※１ 割合※１ 割合※１

朝又は昼から飲酒
することがある

582 2.1% 1.8% 1.0%

Ｈ２５調査
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割合/年代

Ｈ２４調査 Ｈ２３調査

人数 割合※１ 割合※１ 割合※１

食欲がない 681 2.5% 2.2% 2.9%

体重減少　※２ 2,220 8.1% 8.9% 未調査

体重増加　※２ 4,322 15.9% 14.5% 未調査

Ｈ２５調査

表９－２ 飲酒の割合 ※１

（％） 合計 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上

男性 3.5 1.5 3.7 4.6 6.2 6.4 2.5 1.7

女性 0.9 1.1 1.4 2.4 1.3 0.7 0.3 0.0

合計 2.1 1.3 2.5 3.4 3.6 3.4 1.2 0.6
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図１０－１ 食欲及び体重変化の状況
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※1 割合は，有効回答数に占める割合。

※２ 平成24年度は「震災前に比べて体重が減少又は増加した」割合。平成25年度は「1年前に比べて体重が減少又は増加した」割合。

割合/年代

図１０－２ 食欲がない人の割合 ※１

図１０－３ 体重が減少した人の割合 ※１

図１０－４ 体重が増加した人の割合 ※１

１０ 食欲及び体重変化の状況 （つづき）
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相談相手がいない人（※）の割合は15.0％であり，前年度調査と比べて0.3ポイント高くなった。年
代別・男女別では，40歳代以上の男性で相談相手がいない人の割合が高くなっている。

１１ 相談相手の有無

表１１－１ 相談相手の有無

図１１－１ 相談相手の有無

Ｈ２４調査 Ｈ２３調査

人数 割合 割合 割合

いる 21,365 85.0% 85.3% 81.6%

いない 3,775 15.0% 14.7% 18.4%

合計 25,140 100.0% 100.0% 100.0%

Ｈ２５調査

18.4%

14.7%

いない, 

15.0%

81.6%

85.3%

いる, 

85.0%

H23

H24
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表１１－２ 相談相手がいない人の割合

（％） 合計 0-9歳 10-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上

男性 18.9 1.8 5.7 11.4 13.4 21.0 24.4 28.5 26.6 27.3

女性 11.6 2.0 4.0 6.5 8.1 12.6 13.0 15.3 17.6 16.9

合計 15.0 1.9 4.9 8.8 10.6 16.6 18.3 21.5 21.4 20.5
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図１１－２ 相談相手がいない人の割合

割合/年代

※ 設問は「悩みを相談できる人はいますか」
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46.4%

40.8%

39.0%

53.6%

59.2%

61.0%

H23

H24

H25

震災前に比べて日頃の生活で体を動かす機会が「とても少なくなった」，「少なくなった」と答

えた人の割合は39.0％である。男女別では女性で高くなっている。前年度調査（40.8％）と比べ

て1.8ポイント低くなった。

１２ 体を動かす機会の変化

表１２－１ 体を動かす機会の変化

図１２－２ 「とても少なくなった」と「少なくなった」の合計の割合

図１２－１ 体を動かす機会の変化

50.9％

50.6％

50.9％

50.6％

Ｈ２４調査 Ｈ２３調査

人数 割合 割合 割合

とても少なくなった 3,772 14.7% 15.1% 18.1%

少なくなった 6,236 24.3% 25.7% 28.3%

変化なし（もともと少ない） 7,741 30.1% 22.6% 21.1%

変化なし（よく動く） 6,126 23.8% 28.8% 26.8%

増えた 1,838 7.1% 7.8% 5.7%

合計 25,713 100.0% 100.0% 100.0%

Ｈ２５調査

「とても少なくなった」と

「少なくなった」の合計
「変化なし」と

「増えた」の合計

表１２－２ 「とても少なくなった」と「少なくなった」の合計の割合

（％） 合計 0-9歳 10-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳80歳以上

男性 35.4 12.7 19.0 23.2 23.7 29.8 39.0 47.1 58.1 75.5

女性 42.0 12.1 22.8 22.7 27.6 36.5 44.7 55.0 64.5 74.6

合計 38.9 12.4 20.9 22.9 25.7 33.3 42.0 51.3 61.8 74.9
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※ 「変化なし」には，「もともと少なかった」と「よく動いている」の二つの選択肢あり。

※
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地域との交流行事（※）に参加している人は18.7％である。男女別では女性で高くなってい
る。前年度調査と比べると0.4ポイント高くなった。20歳代で参加している人の割合が低く，70
歳代で参加している人の割合が高くなっている。

１３ 行事への参加状況

表１３－１ 行事への参加

表１３－２ 参加している人の割合

図１３－１ 行事への参加

Ｈ２４調査

人数 割合 割合

参加している 4,844 18.7% 18.3%

参加していない 21,048 81.3% 81.7%

合計 25,892 100.0% 100.0%

Ｈ２５調査

18.3%

参加, 

18.7%

81.7%

不参加, 

81.3%

H24

H25

図１３－２ 参加している人の割合

（％） 合計 0-9歳 10-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上

男性 17.4 29.3 19.5 5.1 10.3 11.0 14.6 22.2 30.2 23.5

女性 19.9 32.5 16.6 7.6 15.4 15.1 14.5 25.0 33.2 21.5

合計 18.7 30.9 18.1 6.4 12.9 13.2 14.5 23.7 31.9 22.2
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※ 設問は「自治会や集会所で開催される行事への参加等，地域との交流の場へ参加していますか」
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65歳以上に占める要介護・要支援認定者の割合は17.2％であり，前年度調査と比べて0.5ポ
イント高くなった。また，認定者のうち，サービスを利用している人の割合は，61.2％で，前年
度調査と比べて2.2ポイント低くなった。

１４ 要介護認定の状況

表１４－１ 要介護認定の状況

障害者手帳を持っている人の割合は4.3％で，前年度調査と比べて0.7ポイント高くなった。

１５ 障害者手帳の有無

表１５－１ 障害者手帳の状況

図１５－２ 障害者手帳を持っている人の割合

※１ ６５歳以上の高齢者数に占める割合。

※２ 要介護・要支援認定者数に占める割合。

※３ 複数の手帳を所持している人や種別を記載していない人がいるため，合計は一致しない。

※４ 有効回答数に占める割合。

Ｈ２４調査 Ｈ２３調査

人数※３ 割合※４ 割合※４ 割合※４

手帳あり 1,162 4.3% 3.6% 3.6%

身体 913 3.3% 3.0% 2.6%

療育 139 0.5% 0.5% 0.4%

精神 153 0.6% 0.4% 0.2%
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Ｈ２３調査

認定者 ｻｰﾋﾞｽ利用 認定者

人数 割合※１ 人数 割合※２ 割合※１ 割合※２ 割合※１

要支援１ 292 4.4% 123 42.1% 4.1% 48.4%

要支援２ 212 3.2% 118 55.7% 2.7% 55.9%

要介護１ 172 2.6% 117 68.0% 3.0% 66.0% 3.7%

要介護２ 176 2.7% 128 72.7% 2.6% 73.4% 3.5%

要介護３ 117 1.8% 91 77.8% 1.7% 77.8% 1.9%

要介護４ 95 1.4% 68 71.6% 1.3% 71.3% 1.8%

要介護５ 76 1.1% 53 69.7% 1.1% 75.0% 0.8%

合計 1,140 17.2% 698 61.2% 16.7% 63.4% 15.0%

Ｈ２５調査 Ｈ２４調査

認定者 ｻｰﾋﾞｽ利用

3.2%
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今回調査の回答者27,256人のうち，平成２４年度調査でも回答があったのは21,307人（78.2％）で
ある（平成24年度調査回答者34,222人に占める割合は62.3％）。
これら21,307人について両調査における回答を比較すると，「Ｋ６が１３点以上」が1.4ポイント低く

なった一方で，「体を動かす機会がとても少なくなった・少なくなった」は1.0ポイント高くなった。

１６ 前回に引き続き回答があった人の状況

両調査に
回答があった人

21,307人

（１） 回答者の性別・年齢構成

（２） 回答の状況

※１ 前回に引き続き回答があった人に占める割合（心の問題※２を除く）。

※２ Ｋ６について有効な回答（６項目中４項目以上の回答）をした１８歳以上の人に占める割合。

平成２４年度調査
回答者

34,222人

平成２５年度調査
回答者

27,256人

( 16.2% ) ( 17.0% ) ( ▲ 0.8 )

( 38.8% ) ( 40.4% ) ( ▲ 1.6 )

※２ ( 6.6% ) ( 8.0% ) ( ▲ 1.4 )

( 12.3% ) ( 12.2% ) ( 0.1 )

( 2.1% ) ( 1.8% ) ( 0.3 )

( 2.5% ) ( 2.3% ) ( 0.2 )

( 14.1% ) ( 13.6% ) ( 0.5 )

( 37.9% ) ( 36.9% ) ( 1.0 )

項　　　目 選　　　択　　　肢

回答人数
（割合※１） 増減

Ｈ２５調査 Ｈ２４調査

疾病の状況 「病気がある」
8,257 8,613 ▲ 356

体　　　調 「とても悪い」＋「あまり良くない」
3,459 3,613 ▲ 154

不眠の状況 「眠れない」
2,621 2,590 31

心の問題 Ｋ６が１３点以上
1,088 1,230 ▲ 142

食欲の状況 「食欲がない」
525 493 32

飲酒の状況 「朝又は昼から飲酒することがある」
440 387 53

体を動かす機会の変化 「とても少なくなった」＋「少なくなった」
8,082 7,869 213

相談相手の有無 「いない」
3,007 2,905 102

男性 856 844 840 1,403 1,289 1,358 1,725 1,040 482 9,837 2,296

女性 862 835 953 1,499 1,429 1,605 1,996 1,413 878 11,470 3,183

合計 1,718 1,679 1,793 2,902 2,718 2,963 3,721 2,453 1,360 21,307 5,479

(割合) ( 8.1% ) ( 7.9% ) ( 8.4% ) ( 13.6% ) ( 12.8% ) ( 13.9% ) ( 17.5% ) ( 11.5% ) ( 6.4% ) ( 100.0% ) ( 25.7% )

50～59歳0～9歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上 合計  65歳以上（再掲）
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平成２５年度民間賃貸借上住宅等入居者健康調査結果（市町村別の主な項目）

※１ 性別及び年齢について有効な回答をした人の数。

※２ 「現在病気がある」と回答した人の数に占める割合。

※３ 「現在は通院・治療していない」と回答した人の数

※４ 「震災により治療が中断している」と回答した人の数。

※５ Ｋ６について有効な回答をした１８歳以上の人の数に占める割合。

回収

世帯数

有効回答

人数

【Ａ】 【Ｂ】※１ 【Ｃ】 （ Ｃ/Ａ ） 【Ｄ】 （ ※２ ） 【Ｅ】 （ ※５ ） 【Ｆ】 （ Ｆ/Ｂ ）

仙台市 4,287 9,525 455 （ 10.6% ） 170 （ 5.1% ） 525 （ 7.2% ） 248 （ 2.6% ）

塩竈市 205 455 30 （ 14.6% ） 12 （ 5.7% ） 22 （ 6.3% ） 16 （ 3.5% ）

多賀城市 526 1,232 57 （ 10.8% ） 21 （ 5.5% ） 66 （ 7.1% ） 39 （ 3.2% ）

松島町 56 127 7 （ 12.5% ） 2 （ 3.1% ） 8 （ 8.9% ） 3 （ 2.4% ）

七ヶ浜町 89 256 3 （ 3.4% ） 4 （ 4.1% ） 11 （ 5.0% ） 2 （ 0.8% ）

利府町 70 178 7 （ 10.0% ） 3 （ 4.8% ） 8 （ 6.1% ） 2 （ 1.1% ）

名取市 399 1,021 35 （ 8.8% ） 22 （ 5.6% ） 47 （ 6.2% ） 22 （ 2.2% ）

岩沼市 142 395 11 （ 7.7% ） 4 （ 2.8% ） 20 （ 6.5% ） 3 （ 0.8% ）

亘理町 367 1,044 13 （ 3.5% ） 14 （ 3.2% ） 39 （ 4.6% ） 11 （ 1.1% ）

山元町 197 460 18 （ 9.1% ） 11 （ 5.3% ） 20 （ 5.1% ） 14 （ 3.0% ）

石巻市 2,262 5,289 283 （ 12.5% ） 84 （ 4.0% ） 273 （ 6.7% ） 89 （ 1.7% ）

東松島市 475 1,227 42 （ 8.8% ） 8 （ 2.2% ） 49 （ 5.5% ） 20 （ 1.6% ）

女川町 189 451 23 （ 12.2% ） 3 （ 1.5% ） 20 （ 5.6% ） 9 （ 2.0% ）

気仙沼市 690 1,716 83 （ 12.0% ） 23 （ 3.2% ） 73 （ 5.7% ） 25 （ 1.5% ）

南三陸町 176 482 8 （ 4.5% ） 2 （ 1.1% ） 29 （ 8.0% ） 5 （ 1.0% ）

大崎市 182 443 20 （ 11.0% ） 7 （ 3.5% ） 32 （ 9.4% ） 11 （ 2.5% ）

登米市 73 181 6 （ 8.2% ） 3 （ 4.3% ） 13 （ 10.4% ） 4 （ 2.2% ）

その他 1,151 2,774 102 （ 8.9% ） 34 （ 3.6% ） 151 （ 7.9% ） 59 （ 2.1% ）

10,130 23,858 1,075 （ 10.6% ） 383 （ 4.3% ） 1,210 （ 6.6% ） 508 （ 2.1% ）

1,406 3,398 128 （ 9.1% ） 44 （ 3.6% ） 196 （ 8.2% ） 74 （ 2.2% ）

11,536 27,256 1,203 （ 10.4% ） 427 （ 4.2% ） 1,406 （ 6.8% ） 582 （ 2.1% ）

※３

847

※４

210

　

住民登録

市町村

独居高齢者世帯 治療中断
Ｋ６

１３点以上の人

朝又は昼から飲酒

することがある人

沿

岸

市

町

内

陸

市

町

村

等

沿岸15市町計

内陸市町村計

合　　計

Ｈ２３調査 9,413 26,626 569 （（ 6.0% ） （ 2.2% ）

8.0%

1.0% ）

参

考

Ｈ２４調査 14,124 34,222 1,070 （ 7.6% ）

1,899 （ 9.6% ） 258

（ 6.5% ） 1,948 （ ） 608 （ 1.8% ）
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