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１．現行計画の検証及び課題整理について

１－１．人口・人口構造等の動向

（１）人口（高齢化）予測、人口構成・分布

参考資料

平成32年までは人口増加、それ以降は人口減少

図 策定当時（H23）及び現時点（H29）の人口推計（住民基本台帳等） 図 年齢階層別人口及び高齢化の推移（住民基本台帳）

年少、生産年齢人口が減少し総人口が減少、高齢者人口が大幅に増加

年少人口
（14歳以下）

生産年齢人口
（15～64歳）

老年人口
（65歳以上）

外国人
全人口
（人）

人 81,482 418,892 144,074 23,443
構成比 12.2% 62.7% 21.6% 3.5%

人 78,545 408,971 166,348 27,417
構成比 11.5% 60.0% 24.4% 4.0%

平成23年

平成29年

667,891

681,281
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１．現行計画の検証及び課題整理について

１－１．人口・人口構造等の動向

（２）障がい者、高齢者等の状況

参考資料

高齢者の免許返納者が増加
・全国的に、運転免許の自主返納者が増加（対H23で約５倍増加）
・免許返納者のうち、約95%が65歳以上の高齢者

障がい者（身体障害者手帳所持者）数の増加
・22,798人（H23）→23,817人（H28）

子育て環境の現状
・児童を見てもらえない環境にある家庭の存在：17.4%（複数回答）

21.8

58.3

2.5

15.1

17.4

0.5

0 10 20 30 40 50 60 70

⽇常的 祖⽗⺟等 

親族にみてもらえる

緊急時もしくは⽤事の際には

祖⽗⺟等 親族       

⽇常的に⼦どもをみてもらえる

友⼈・知⼈がいる

緊急時もしくは⽤事の際には

⼦どもをみてもらえる友⼈・知⼈がいる

いずれもいない

無回答

複数回答(%)

図 運転免許返納者数の推移（運転免許統計）

図 児童を見てもらえる環境（足立区こども・子育て支援事業計画）

図 身体障害者手帳所持者数の推移（数字で見る足立）

94.9%

5.1%

免許返納者の構成⽐（H28全国）

65歳以上 65歳未満

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

合計 20,064 20,616 21,333 21,911 22,370 22,850 22,798 23,173 23,291 23,793 23,763 23,817

内部障がい 5,480 5,733 6,099 6,375 6,579 6,807 6,868 7,008 7,048 7,241 7,245 7,324

⾳声・⾔語障がい 242 254 268 270 274 278 256 270 269 269 270 284

視覚障がい 1,650 1,658 1,666 1,675 1,665 1,657 1,621 1,628 1,617 1,613 1,603 1,616

聴覚・平衡・機能障がい 1,754 1,799 1,850 1,926 1,987 2,079 2,036 2,057 2,072 2,132 2,142 2,193

肢体不⾃由 10,938 11,172 11,450 11,665 11,865 12,029 12,017 12,210 12,285 12,538 12,503 12,400

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

（⼈）

22,798
23,817

72,735 

345,313 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

東京都 全国

（⼈）
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１．現行計画の検証及び課題整理について

１－１．人口・人口構造等の動向

（３）運転免許、自動車保有状況

参考資料

運転免許保有者数は増加しているものの、保有車両数は減少

（４）在住外国人等について

・全国的に訪日外客数は増加（僅か3か年で約2.5倍増加）
・足立区在住外国人は、東京都で3番目に多い

146

143
141

139 138 137 137
136 136

120

125

130

135

140

145

150

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（千台）

6,219
8,358

10,364

13,413

19,737

24,040

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28

訪⽇外客数

訪⽇外客数（千⼈）

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

 40,000

 45,000

新

宿

江
⼾
川

⾜

⽴

豊

島

江

東

⼤

⽥

板

橋

港 北 荒

川

世
⽥
⾕

葛

飾

練

⾺

台

東

中

野

杉

並

品

川

墨

⽥

渋

⾕

⽂

京

⽬

⿊

中

央

千
代
⽥

在住外国⼈数（⼈）

東京23区で3番⽬に多い

図 足立区の保有車両（自家用・乗用）数の推移（国交省関東運輸局） 図 東京23区の在住外国人人口（数字で見る足立）

図 訪日外客数の推移（全国）（日本政府観光局）

7120
7198 7251 7303 7367

7454
7529

7601 7669

6000

6500

7000

7500

8000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（千⼈）

図 運転免許保有者数の推移（東京都）（運転免許統計）
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１．現行計画の検証及び課題整理について

１－２．上位計画・関連計画

参考資料

区の上位計画 まちづくり・交通分野に関する施策・方向性

足立区基本構想
【H28.10】

●さらなる交通利便性の向上

足立区基本計画
【H29.2】

●便利で快適な交通・交流ネットワークによるまちづ
くり

ア）拠点間をつなぐ道路・交通網の形成 イ）交通
空白地域の解消 ウ）安心して利用できる交通環境
の充実

足立区都市計画マスタープラン
【H29.10】

●交通・交通軸の形成
①都市計画道路等とその沿道の整備 ②拠点間

ネットワークの強化
●公共交通の利便性の向上

①鉄道の利便性 ②バスの利便性
●歩行者・自転車利用者の安全性と快適性の向上

①歩行者の安全性・快適性 ②自転車利用者の
安全性・快適性 ③交通安全対策の推進

国の上位計画 計画課題及び将来像

交通政策基本計画
【H26.12】

●施策の推進に当たって特に留意すべき事項
①適切な「見える化」やフォローアップ、国民・利用者の視点に立った交通政策
②関係者が責務・役割を担いつつ連携・協働

●基本的方針・目標
地域の実情を踏まえた多様な交通サービスの展開

東京都の上位計画 計画課題及び将来像

東京の総合的な交通政策のあり方
【H27.1】

●将来像の実現に向けた取組
 新たな取組 駅まちエリアマネジメント ⇒ 関係者が駅や交通広場等の利便性向上を実施
 新たな取組 地区交通マネジメント ⇒ 地区レベルの交通政策を推進

4
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１．現行計画の検証及び課題整理について

１－３．施設整備状況

（１）【道路】都市計画道路、交通広場等の施設整備の進捗
（２）【鉄道】メトロセブンの新設、地下鉄８号線の延伸がプロジェクトとして継続
（３）【拠点・まちづくり】新たな取組として、７地区でエリアデザインを実施

参考資料

図 左から、都市計画道路等の施設整備状況（足立区提供資料）、将来の鉄道網（交通政策審議会）、土地利用構造図及びまちづくりの方向性（足立区基本計画）

メトロセブンの新設 地下鉄8号線の延伸

【道路】 【鉄道】 【拠点・まちづくり】
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１．現行計画の検証及び課題整理について

１－４．交通事業を取り巻く実態

（１）バス・タクシー業界の厳しい状況

参考資料

・バス業界は、労働時間が長いわりに所得額は同程度（全産業比）
・また、運転手が減少しており、バス運転手が確保しにくい状況

（２）公共交通の利用状況

鉄道利用者は増加傾向、バス利用者は停滞（横ばい）
・鉄道利用者は増加：一日乗降客数平均177.4万人（H23）→190.7万人（H28）
・バス利用者（はるかぜ）は停滞（横ばい）：376万人（H23）→372万人（H28）

181

207

181

210

150

170

190

210

230

250

全産業 バス 全産業 バス

（時間/⽉）

平成23年 平成28年

430 436
454 448

300

350

400

450

500

全産業 バス 全産業 バス

（万円）

平成23年 平成28年

1,046,361 

427,120 

942,526 

424,673 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

全体 65歳以上 全体 65歳以上

（⼈） 平成23年 平成28年

図 バス業界の労働時間及び年間所得（賃金構造基本統計調査）

図 大型２種免許保有者数及び高齢保有者の割合の推移（運転免許統計）

383 391 376 374 375
348

381 372

102 106 107 111 115 118 122 122

0

100

200

300

400

500

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

総乗⾞⼈員 ｼﾙﾊﾞｰﾊﾟｽ利⽤⼈員

（万⼈）

図 はるかぜ利用者数の推移（足立区提供資料）

図 鉄道会社別利用者数の推移（数字で見る足立）

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

合計 1,809,408 1,833,350 1,811,125 1,805,680 1,774,985 1,813,642 1,839,681 1,835,999 1,877,080 1,907,492

⽇暮⾥ 舎⼈    43,926 47,808 51,925 53,861 55,784 59,538 62,884 67,549 71,326

東 京 地 下 鉄 749,917 727,487 709,392 698,768 679,972 688,125 689,075 687,606 694,666 702,366

京 成 電 鉄 34,167 34,821 35,112 34,730 34,241 35,812 36,481 37,657 39,438 39,985

東 武 鉄 道 707,803 697,211 684,537 679,333 665,581 680,867 689,836 683,697 694,936 703,018

つくばエクスプレス(ＴＸ) 86,753 95,531 100,957 106,114 108,206 114,947 121,052 121,615 129,440 134,874

Ｊ Ｒ 東 ⽇ 本 230,768 234,374 233,319 234,810 233,124 238,107 243,699 242,540 251,051 255,923

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000
（⼈）

177.4万⼈

190.7万⼈
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１．現行計画の検証及び課題整理について

１－４．交通事業を取り巻く実態

（３）自動運転等IT技術を活用した新たな交通サービスの台頭

参考資料

既存の交通手段（バス、タクシー等）に加えて、地域の実情に応じた交通手段の検討が必要

図 地域の実情に応じて検討する交通手段の概念
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１．現行計画の検証及び課題整理について

１－５．既存計画の評価

参考資料
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２．交通空白地域の現況及び対応に当たっての課題について

【交通空白地域の定義】
バス停留所から道路距離300m以上で、かつ、鉄道駅から道路距離1,000m以上の区域
※東京23区の他自治体では、下表の通り、バス停あるいは鉄道駅からの半径距離で空白地域を設定している。

区名 距離の考え方
バス停からの距離

（ｍ）
鉄道駅からの距離

（ｍ）
バス運行本数条件の

有無

基本情報（住基：H28.1.1）

人口（千人）
人口密度

（千人/km2）

足立区 道路距離 300 1,000 － 678.6 12.7

港区 半径 300 不明 ○ 244.0 12.0

新宿区 半径 200 700 － 334.2 18.3

文京区 半径 200 200 － 210.3 18.6

目黒区 半径 200（300） 200（300）
○

（バス未走行地域）
271.5 18.5

世田谷区 半径 200 500 － 883.3 15.2

板橋区 半径 300 500
○

（1本未満/1時間）
550.8 17.1

練馬区 半径 300 800
○

（1本以上/30分）
719.1 14.9

葛飾区 半径 300 1,000
○

（15本未満/1日）
452.8 13.0

大田区 半径 300 500 － 712.1 11.8

品川区 半径 300 700
○

（2本未満/1時間）
378.1 16.6

参考資料
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２．交通空白地域の現況及び対応に当たっての課題について

バス停留所から道路距離300m以上で、かつ、鉄道駅から道路距離1,000m以上の区域
※他自治体の定義（半径距離での抽出）では、交通空白地域に該当しない地域も存在する⇒足立区の定義は“厳しめの基準”
※現行計画策定当時に、区民の移動（活動）実態に即したきめ細かなサービス水準を設定するために、“道路距離”にて定義を設定

参考資料

足立区の定義 他自治体の定義

距離の考え方

“道路距離”の考え方
①バス停 ⇔100mメッシュ重心の直近交差点●→道路距離
②メッシュ重心直近交差点●⇔100mメッシュ重心●→直線距離
⇒①＋②の合計距離が300m以上の地域を機械的に抽出

“半径距離”の考え方
バス停 からの直線距離圏域外に該当すれば抽出

イメージ図

□：交通空白
地域

コメント 足立区内の残存空白地域であっても、右上図のように他自治体の定義上では交通空白地域に該当しない地域も存在する

※下表では、バス停からの距離での考え方を示す
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２．交通空白地域の現況及び対応に当たっての課題について

※白地は無居住地域
（河川や大規模公園等）

※①の公共交通空白カバー圏域は、
平成２３年度時点を示す

【公共交通空白地域の定義】
バス停留所から道路距離300m以上で、
かつ、鉄道駅から道路距離1,000m以上の区域

②バス関連施策実施に伴い
解消した空白地域

参考資料
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２．交通空白地域の現況及び対応に当たっての課題について

【検討内容】

①各機能に該当する施設の分布図を作成（右下図を参照）

②各機能の徒歩圏300m圏域（以下、「圏域」という）を図⽰（次⾴を参照）

※⼀般     利⽤圏域 右表    検討事例     300m

とされている。

③各機能で、圏域に含まれる（⼀部でも）100mメッシュに“1”を付与

※ただし、公園や河川に該当するメッシュは除く

④メッシュごとの合計値を算出（5機能であるため、合計0 5）

機能 区分 対象施設数

医療機能 病院 230箇所

福祉機能
福祉関連施設
子育て施設

111箇所

交流機能
区民集会所、
区民センター

（住区センター）
50箇所

商業機能
（日常的な買物）

スーパーマーケット 131箇所

公共公益機能 区役所、区民事務所 17箇所

アクセシビリティ評価の視点で、主要施設へのアクセス性を評価
主要機能を設定し、地域ごとで各機能へのアクセス性を把握
※主要機能は、足立区の地域特性に応じて設定することが望ましい。
※現段階では、下表の通り、医療、福祉、交流、商業、公共公益機能としている。

出典：道路経済研究    

参考資料
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