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参考―1 

参考資料について 

手引き本編では、各地域の交通特性を示す主要な16指標を掲載しましたが、

参考資料においては、地域の交通状況を把握するためのその他の指標について

も、以下のとおり整理しました。 

（主要な 16 指標については再掲しています。） 

 

〔交通状況指標一覧〕 

 項目／手段等 分 類  指 標 

1 人口・高齢化率 人口・高齢化率 ― 人口・高齢化率 

2 渋滞 交通混雑状況 （１） 幹線道路混雑時速度 

（２） エリア別混雑 

（３） 主要交差点混雑 

3 自動車 交通需要 

  

  

（１） 自動車-利用時間（分） 

（２） 自動車-代表手段分担率（％） 

（３） 自動車-駅端末手段分担率（％） 

（４） 駅端末自動車利用上位駅 

（５） 自動車時間帯集中 

4 鉄道 

  

  

交通インフラ （１） 鉄道駅数、事業者数 

（２） 鉄道駅密度（駅/㎢） 

交通需要 （３） 鉄道-代表手段分担率（％） 

（４） 鉄道定期券発売枚数 

（５） 鉄道地域内利用率（％） 

5 バス 

  

交通インフラ （１） バス停密度（バス停/㎢） 

交通需要 

 

（２） バス-代表手段分担率（％） 

（３） バス-駅端末手段分担率（％） 

（４） 駅端末バス利用上位駅 

6 タクシー 交通インフラ 

― 

タクシー事業者数と台数 

タクシー乗務員数 

交通需要 利用方式の変化 

7 自転車 

  

  

地形 （１） 平均勾配（度） 

交通インフラ （２） 駐輪場台数（台/100 人） 

（３） シェアサイクルポート密度（ポート/㎢） 

交通需要 （４） 自転車-利用時間（分） 

（５） 自転車-代表手段分担率（％） 

（６） 自転車-駅端末手段分担率（％） 
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 項目／手段等 分 類  指 標 

8 徒歩 交通インフラ （１） 歩道整備率 

交通需要 （２） 駅端末手段分担率（％） 

9 施設 自動車集中施設 （１） レジャー施設駐車場台数 

（２） スタジアム施設駐車場台数 

（３） 大規模商業施設駐車場台数 

（４） 商業系大規模商業施設面積 

 

※島しょ部は、パーソントリップ調査等の交通に関する調査が十分に行われて

いないため、分析を割愛しています。 

 

 

 

 

  



参考―3 

１ 地域の人口と高齢化率 

区部、多摩部とも中核市に相当する20万人を超える自治体が複数あります。 

区部、多摩部とも面積差もあり自治体間の人口差は大きくなっています。区部

は周辺区で、多摩部は西部で高齢化率が高い地域が多くなっています。 

  



参考―4 

２ 都内の交通混雑状況 

（１）幹線道路混雑時速度 
幹線道路の混雑は都心部を中心に面的に広がっています。 
平日、日中常時の混雑は都心や、広域幹線の交差道路周辺となっています。 
昼間12時間の常時混雑道路は都心中心ですが、多摩部の幹線道路では八王子

周辺など東西と南北の幹線道路の交差エリアに混雑が集中しています。 
 

 

（２）エリア別混雑 
東京都内の各地域（5 ㎞四方）の平均旅行速度（平日昼間 12 時間） 
都心業務地区、多摩部商業地区など含むエリアで低速ですが、周辺部や多摩東

部は自由速度に近い状況です。 
広域かつ経年的には、速度状況はほぼ横ばいとなっています。 
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（３）主要交差点混雑 
平日日中、ピーク時の渋滞箇所も広範になっています。 

緊急事態宣言時に都心および周辺の一部（22 箇所）で平均旅行速度が平日昼
間、平日ピーク時のモニタリング指標 A,B を上回る渋滞緩和が見られたものの、
残りの 222 箇所は、緊急事態宣言時でもモニタリング指標をクリアしませんで
した。 

  



参考―6 

３ 自動車の交通需要 

（１） 自動車への依存度（自動車-利用時間） 

自動車の利用時間（走行距離またはエンジン稼働時間）が長いと、環境への負

荷が高くなります。 

 区部でも、物流施設などを持つ周辺区は、利用時間が長く負荷が高くなってい

ます。多摩部では、広域利用型と最寄り利用型で、利用時間に差が出ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※標準偏差 

 データが平均値からどれくらいばらついているかを表す指標 

 平均値からの標準的な差を表しています。 
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（２） 自動車への依存度（自動車-代表手段分担率） 

自動車の代表交通手段分担率は、区部と多摩部では大きく異なります。 

自動車の代表交通手段分担率は、区部では周辺区、多摩部では西部で高くなっ

ています。 

 

 

 

  



参考―8 

（３） 自動車への依存度（自動車-駅端末手段分担率） 

駅端末の自動車利用は多摩部で多くなっています。 

区部では最高でも１％強で限られた利用となっていますが、多摩部では西多

摩や、南多摩の一定規模の駅を有する地域などで、５％を超えています。 

資料）東京都市圏 PT 調査、H30、東京都市圏交通計画協議会より作成 

 

＊武蔵村山市、日の出町、檜原村の３市町村は鉄道駅なし 

＊＊奥多摩町は、データ件数が少なく全件秘匿されていたため算出できず 
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（４） 駅端末自動車利用上位駅 

平日、キス&ライドやパーク&ライドの比率が高い駅は、区部では、田園調布

駅（大田区）や蓮根駅（板橋区）等の周辺区内の駅、多摩部では小作駅（羽村市）

や唐木田駅（多摩市）、高尾駅（八王子市）など多摩南西部の駅が多くなってい

ます。 
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（５） 自動車時間帯集中 

区部は 23 区周辺区を中心に７時台集中型、都心区及び都心周辺区は８時台

集中型があります。 

多摩部は 7 時台への集中が著しく、8 時台等は奥多摩町など一部です。 
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４ 鉄道の交通インフラと交通需要 

（１） 鉄道駅数、事業者数 

区部では、面積が広く、鉄道事業者数の多い港区、大田区、新宿区等で駅数

が多くなっています。 

多摩部でも、面積が広く、鉄道事業者数の多い八王子市、府中市、立川市等

の駅数が多くなっています。 

＊武蔵村山市、日の出町、桧原村の３市町村は鉄道駅なし 

  



参考―12 

（２） 鉄道の利便性（鉄道駅密度）〔駅/km2〕 

区部では、主に都心区では 1km2あたり概ね 1～3 の駅があります。 

多摩部は最も駅密度が高い地域で 1km2あたり 0.5 駅程度となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊武蔵村山市、日の出町、檜原村の３市町村は鉄道駅なし 

 

  

鉄道駅密度（区部） 鉄道駅密度（多摩部）

資料）第13回大都市交通センサス、R3、国土交通省より作成
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0 . 6 1

0 . 5 9

0 . 5 6

0 . 5 3

0 . 4 4

0 . 3 7

0 . 2 2

0 . 0 0 1 . 0 0 2 . 0 0 3 . 0 0 4 . 0 0

千代田区( 3 8 , 5 )

中央区( 2 7 , 3 )

荒川区( 2 7 , 5 )

港区( 4 6 , 7 )

新宿区( 4 1 , 6 )

豊島区( 2 8 , 5 )

台東区( 2 1 , 6 )

文京区( 18 , 2 )

品川区( 3 6 , 7 )

渋谷区( 2 3 , 6 )

墨田区( 18 , 5 )

北区( 2 2 , 4 )

中野区( 15 , 4 )

江東区( 3 5 , 6 )

大田区( 4 3 , 5 )

世田谷区( 4 1 , 3 )

目黒区( 9 , 3 )

板橋区( 19 , 3 )

杉並区( 19 , 4 )

足立区( 2 8 , 6 )

練馬区( 2 1 , 3 )

葛飾区( 13 , 3 )

江戸川区( 11 , 4 )

区部駅密度[駅/k m 2 ]

※（）内は駅数,事業者数
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0 . 5 3

0 . 5 1

0 . 4 3

0 . 4 2

0 . 3 9

0 . 3 7

0 . 3 6

0 . 3 5

0 . 3 4

0 . 3 3

0 . 3 2

0 . 3 1

0 . 3 0

0 . 2 9

0 . 2 8

0 . 2 7

0 . 2 0

0 . 18

0 . 14

0 . 11

0 . 10

0 . 10

0 . 0 8

0 . 0 7

0 . 0 6

0 . 0 2

0 . 0 0

0 . 0 0

0 . 0 0

0 . 0 0 1 . 0 0 2 . 0 0 3 . 0 0 4 . 0 0

東村山市( 10 , 2 )

立川市( 13 , 3 )

府中市( 15 , 3 )

日野市( 12 , 3 )

調布市( 9 , 1 )

福生市( 4 , 1 )

国立市( 3 , 1 )

武蔵野市( 4 , 3 )

国分寺市( 4 , 2 )

小平市( 7 , 2 )

多摩市( 7 , 3 )

西東京市( 5 , 1 )

狛江市( 2 , 1 )

東大和市( 4 , 2 )

昭島市( 5 , 2 )

稲城市( 5 , 2 )

小金井市( 3 , 2 )

羽村市( 2 , 1 )

三鷹市( 3 , 2 )

町田市( 10 , 4 )

八王子市( 2 1 , 3 )

清瀬市( 1 , 1 )

青梅市( 10 , 1 )

東久留米市( 1 , 1 )

あきる野市( 5 , 1 )

瑞穂町( 1 , 1 )

奥多摩町( 5 , 1 )

武蔵村山市*( 0 , 0 )

日の出町*( 0 , 0 )

檜原村*( 0 , 0 )

多摩部駅密度[駅/k m 2 ]

※（）内は駅数,事業者数
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（３） 鉄道利用傾向（鉄道-代表手段分担率） 

区部では、都心区の代表鉄道分担率が 50%以上と高く、多摩部では北多摩（南

部）の代表鉄道分担率が 30%以上と高くなっています。 
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（４） 鉄道定期券販売枚数 

乗降客数の多い駅が集中する千代田区、新宿区等において定期券発売枚数が

多くなっています。 

多摩部においては、町田市、調布市、西東京市等において発売枚数が多くな

っています。 
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（５） 鉄道利用傾向（鉄道-地域内利用率） 

鉄道の通勤移動は、区部では 23 区内の移動が多いですが、都心区では他の地

域と比べて多様な地域との往来が多くなっています。 

多摩部では、西部で多摩部内の往来が多く、北多摩（南部）では 23 区との往

来が多くなっています。 

都県境地域では隣接県との往来も一定程度含まれています。 

＊武蔵村山市、日の出町、檜原村の３市町村は鉄道駅なし 

＊＊奥多摩町は、データ件数が少なく全件秘匿されていたため算出できず 
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５ バスの交通インフラと交通需要 

都営バスはコロナ禍の影響等で利用者数が減少しています。 

コロナ禍前の１0 年間程度は都心人口増などもあり令和元年度に 1 日平均で

63.2 万人／日の利用がありましたが、緊急事態宣言などもあった令和 2 年、令

和 3 年は 15％減の 53.5 万人／日となっています。 

  



参考―17 

（１） バスの利便性（バス停密度）〔バス停/km2〕 

区部では 1km2あたり 17 以上のバス停がある台東区、渋谷区などに比べ、

臨海部も含まれる品川区、大田区は５～６バス停となっています。 

多摩部では武蔵野市のバス停密度が突出しており、市域が大きく、市街化調整

区域等も含む八王子市やあきる野市等とは大きく差があります。 
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（２） バスの利用傾向（バス-代表手段分担率） 

バスの代表交通手段分担率は、区部で約５％、多摩部で約７％が上限となって

います。 

区部は鉄道駅密度が低い外縁区、多摩部は区部隣接市やベッドタウン的な市

における利用が多くなっています。都心区は徒歩が主体のためバスの利用割合

が低く、多摩西部のバス利用率は檜原村を除き、低くなっています。 
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（３） バスの利用傾向（バス-駅端末手段分担率） 

駅端末のバス利用は区部、多摩部ともに一定の利用を占めています。 

区部の駅端末バス利用は、主に周辺区かつ勾配がある区または駅密度が低い

区で利用が多く、多摩部では区部に隣接する市又は複数路線が乗り入れる駅を

有する市で利用が多くなっています。 

＊武蔵村山市、日の出町、檜原村の３市町村は鉄道駅なし 

＊＊奥多摩町は、データ件数が少なく全件秘匿されていたため算出できず 
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（４） 駅端末バス利用上位駅 

区部は成城学園前駅（世田谷区）、大泉学園駅（練馬区）、赤羽駅（北区）等

で駅端末バスの利用が多くなっています。 

多摩部は鶴川駅（町田市）と三鷹駅（三鷹市）、武蔵小金井駅（小金井市）、

吉祥寺駅（武蔵野市）の JR 中央線主要駅で端末路線バス利用が多くなってい

ます。 
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６ タクシーの交通インフラと交通需要 

事業者数、登録台数が減少しており、乗務員数は急減しています。 

島しょ部などは台数も半減しています。 

所謂流しの利用から呼出し型利用が急増しています。 

都内区部を中心に所謂流しのタクシー利用が一般的でしたが、スマートフォ

ンアプリの普及なども背景に、令和４年度は無線等による約 3,165 万回の配車

がされています。 
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７ 地形、自転車の交通インフラと交通需要 

急峻な地形は多摩西部に多いですが、区部などにおいても都心区や周辺区で

丘陵地形があります。 

 

 

  



参考―23 

（１） 自転車利用に影響する勾配の状況（平均勾配） 

居住地の平均傾斜は、区部では武蔵野台地の東端を区内に含む文京区、目黒区、

渋谷区、港区などで傾斜角度が大きくなっています。 

多摩西部は山岳地形が多く傾斜角度が大きいですが、多摩東部は台地地形の

ため区部の平坦地に近い傾斜角となっています。 
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（２） 自転車利用に影響する施設（駐輪場台数）〔台／100人〕 

人口当たりの駐輪場台数は、自転車の端末手段分担率と同様に区部に比べて

多摩部の方が多くなっています。 

駅周辺を中心として駐輪場台数は充実してきており、複数の駐輪場を合わせ

ると地域全体で数万台規模の区市も複数あります。 

 

  



参考―25 

（３） シェアサイクル（ポート密度）〔ポート/km2〕 

都心区は７～９ポート／km2 程度のポートがある状況ですが、北区などの周

辺区は１～２箇所／km2程度となっています。 

多摩部は区部に比べてポート数が少なくなっています。 
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（４） 自転車利用傾向（自転車-利用時間） 

区部における長時間移動（長距離移動）は、周辺区が中心ですが、若い世代の

往来が多い渋谷区も、長時間利用となっています。 

多摩部の平均利用時間 10 分を越える市町については、自宅から学校まで比

較的長い距離となる場合もある通学利用の影響が考えられます。 

 

 

※標準偏差 

 データが平均値からどれくらいばらついているかを表す指標 

 平均値からの標準的な差を表しています。 
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（５） 自転車利用傾向（自転車-代表手段分担率） 

区部、多摩部ともに平坦な地域で利用率（代表手段分担率）が高く、施設立地

密度が高い都心区は徒歩利用が主体のため自転車の利用割合が低くなっていま

す。 

丘陵地形となっている南多摩の八王子市や町田市、多摩市は一部の平地を除

き高低差が大きく自転車利用率は高くありません。 
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（６） 自転車利用傾向（自転車-駅端末手段分担率） 

駅端末の自転車利用は区部より多摩部の方が高く、代表手段分担率に比べて、

区部と多摩部の差が大きくなっています。 

区部は駅密度が高く徒歩でアクセスしやすい都心では利用が限られています。 

多摩部では北多摩（北部）の平坦な市で利用が多くなっています。 

＊瑞穂町は駅利用者数自体が限られ通学利用などが主体のため参考値    

＊＊武蔵村山市、日の出町、檜原村の３市町村は鉄道駅なし        

＊＊＊奥多摩町は、データ件数が少なく全件秘匿されていたため算出できず 
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（７） 自転車通行空間 

幹線道路を中心に自転車通行区間の整備は進展しています。 

区部の国道においては、放射道路を中心に整備が進展しています。 
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出展）東京都自転車通行空間整備推進計画 東京都建設局、2021 年 5 月 
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８ 徒歩の交通需要 

（１） 歩道整備率 

都管理道路の 81％で歩道が整備されています。 

このうち、幅員２ｍ未満の道路が区部、多摩部併せて 64.0％を占めていま

す。 
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（２） 徒歩利用（徒歩-駅端末手段分担率） 

駅端末の徒歩利用は区部、多摩ともに高い割合を占めています。 

区部の駅端末徒歩利用は大半が 90％超ですが、駅密度が低く平坦で、バス端

末利用や自転車利用の多い城東地区は、割合が低くなっています。 

多摩部では奥多摩町以外は、駅に隣接し住宅等も多い私鉄沿線市で利用割合

が高いですが、全体としては区部よりも割合が低くなっています。 

＊＊武蔵村山市、日の出町、檜原村の３市町村は鉄道駅なし 
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９ 都内における自動車集中施設の状況 

大規模商業施設や高密度な商業集積地に比べて施設数等は限られており、駐

車場規模は一定程度あるものの、夏季など特定のシーズンかつ土日祝日などの

利用に特化して集中する傾向が見込まれています。 

土日祝日に来訪が集中すると見られる大規模なレジャー施設は９箇所程度あ

ります。 

多摩部ではサマーランドが 4,000 台超の駐車場を有し、よみうりランド、サ

ンリオピューロランドなどは 2,000 台規模となっています。 

区部は 800 台規模のワーナー ブラザース スタジオツアー東京もあります

が、直営系の駐車場台数規模は限られています。 

東京都に隣接する東京ディズニーリゾートは 18,000台規模（千葉県浦安市）

となっています。 

 

（１） レジャー施設駐車場台数 
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（２） スタジアム施設駐車場台数 

イベント時は数万～十万人規模の来訪可能性があり収容規模が大きい屋外系

スタジアム、施設は５箇所程度あります。 

公共交通アクセスが前提となっており、来客用駐車場は東京競馬場で 1,200

台、大井競馬場で 1,400 台となっています。 

スポーツ系スタジアムは 1,000 台未満となっているとともに、公園内の他

施設との共用となっています。 
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（３） 大規模商業施設駐車場台数 

多台数の駐車場を有する大規模商業施設は多摩部に多いですが、区部では周

辺区、特に臨海部や大規模工場等の移転後などに進出した商業施設において収

容台数が大きくなっています。 

これら以外にも、大規模ターミナルに隣接する商業地区や、計画的に複数の

商業施設と駐車場が整備された多摩ニュータウンの駅周辺などでは、複数の施

設の駐車場を併せて 1000 台規模を超える地域もあります。 

  例）区 部：新宿駅、渋谷駅、池袋駅など 

    多摩部：町田駅、立川駅、多摩センター駅、南大沢駅周辺 

 

  

備考
来客用

駐車場台数
主立地
箇所

施設

3,650武蔵村山市イオンモールむさし村山

3,370日の出町イオンモール日の出

3,056立川市ららぽーと立川立飛

2,266瑞穂町ジョイフル本田瑞穂

2,077江東区アリオ北砂

2,000葛飾区アリオ亀有

1,908八王子市ぐりーんうぉーく多摩

1,804江戸川区アリオ葛西

1,750江東区アーバンドック ららぽーと豊洲

1,701八王子市イーアス高尾

1,699豊島区サンシャインシティ

1,683町田市南町田グランベリーパーク

1,626東久留米市イオンモール東久留米

1,465昭島市モリタウン

1,419世田谷区玉川高島屋S・C

1,364立川市IKEA立川

資料）全国大型小売店総覧２０２４年版、東洋経済新報社
注） 建物が異なる複数の施設により形成されている場合、駐車場の全ての台数を含まれない場合がある
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（４） 商業系大規模施設面積 

概ね単独の施設で、売り場面積が 50,000 ㎡を超える大規模施設は偏在して

います。 

区部はタカシマヤタイムズスクエア（渋谷区、新宿駅南口）、西武百貨店、

東武百貨店（豊島区、池袋）、多摩部は町田市原町田６丁目（小田急百貨店

等）など限られています。 
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１０ 都内各区市町村指標値一覧 

徒歩

市区町村

コード
市区町村名

平均 / 自動
車利用時間

（分）

代表自動車
分担率
（％）

駅端末自動
車分担率
（％）

駅密度
（駅／㎢）

代表鉄道
分担率
（％）

鉄道地域内
利用率

（内々性）
（％）

バス停密度
停／㎢

代表バス
分担率
（％）

駅端末バス
分担率
（％）

平均勾配
（度）

駐輪場台数
（台/百人）

シェアサイク

ルポート密度

（ポート／㎢）

平均 / 自転
車利用時間

（分）

代表自転車
分担率
（％）

駅端末自転
車分担率
（％）

駅端末徒歩
分担率（％）

131016 千代田区 5 0 .0 4 .6 % 0 .3 % 3 .2 5 7 8 .9 % 5 6 .3 % 12 .0 0 .7 % 0 .9 % 0 .0 8 7 3 .9 2 9 .2 6 5 .6 1.4 % 0 .2 % 9 6 .4 %

131024 中央区 5 5 .4 5 .9 % 1.6 % 2 .6 5 6 8 .8 % 6 2 .7 % 14 .8 1.7 % 4 .3 % 0 .0 10 2 .9 3 7 .4 4 5 .1 2 .9 % 3 .6 % 8 8 .2 %

131032 港区 5 7 .5 6 .2 % 0 .8 % 2 .2 5 7 1.5 % 5 7 .7 % 15 .1 2 .3 % 1.8 % 0 .10 3 1.9 8 8 .3 0 4 .7 2 .3 % 0 .5 % 9 4 .9 %

131041 新宿区 5 5 .1 4 .5 % 0 .5 % 2 .2 5 6 5 .2 % 5 4 .9 % 11.1 2 .1% 1.8 % 0 .10 2 1.5 2 7 .0 3 6 .7 4 .9 % 0 .6 % 9 4 .7 %

131059 文京区 5 2 .2 5 .0 % 0 .1% 1.5 9 5 9 .0 % 7 5 .9 % 15 .1 3 .1% 0 .8 % 0 .12 4 1.3 9 6 .8 2 5 .0 8 .0 % 1.0 % 9 6 .6 %

131067 台東区 5 5 .6 5 .9 % 0 .6 % 2 .0 8 5 3 .9 % 6 7 .0 % 18 .5 2 .7 % 2 .6 % 0 .0 3 6 3 .4 3 7 .8 1 7 .0 11.1% 1.4 % 9 2 .6 %

131075 墨田区 4 9 .4 7 .1% 0 .7 % 1.3 0 4 1.7 % 7 6 .3 % 12 .0 4 .5 % 3 .9 % 0 .0 0 5 4 .17 5 .9 5 5 .7 18 .0 % 3 .5 % 8 9 .4 %

131083 江東区 5 7 .5 9 .6 % 1.2 % 0 .8 7 4 5 .2 % 7 1.7 % 6 .6 5 .2 % 4 .0 % 0 .0 15 4 .2 6 4 .9 3 6 .0 13 .9 % 3 .9 % 8 8 .8 %

131091 品川区 6 0 .9 5 .5 % 0 .7 % 1.5 8 5 7 .2 % 7 0 .3 % 6 .6 2 .1% 2 .4 % 0 .0 7 9 1.9 3 4 .4 2 5 .8 8 .5 % 1.5 % 9 3 .5 %

131105 目黒区 5 4 .2 6 .8 % 0 .4 % 0 .6 1 4 5 .3 % 7 3 .7 % 7 .2 4 .6 % 2 .9 % 0 .112 1.8 0 4 .3 6 6 .1 11.4 % 2 .4 % 9 2 .7 %

131113 大田区 6 0 .8 8 .8 % 1.3 % 0 .7 1 4 0 .8 % 7 4 .5 % 5 .1 3 .2 % 4 .7 % 0 .0 6 0 4 .7 3 2 .8 9 7 .6 19 .7 % 4 .5 % 8 5 .6 %

131121 世田谷区 5 5 .6 8 .9 % 0 .7 % 0 .7 1 4 2 .0 % 7 2 .5 % 8 .9 3 .4 % 4 .6 % 0 .0 7 3 2 .4 8 2 .6 0 7 .2 17 .3 % 5 .5 % 8 7 .6 %

131130 渋谷区 5 3 .4 5 .7 % 0 .3 % 1.5 2 6 0 .8 % 5 6 .6 % 17 .5 3 .2 % 4 .4 % 0 .112 2 .7 6 5 .6 3 7 .6 6 .2 % 1.0 % 9 1.8 %

131148 中野区 5 6 .7 5 .3 % 0 .3 % 0 .9 6 4 5 .3 % 7 8 .9 % 11.9 4 .1% 3 .6 % 0 .0 5 2 4 .2 4 4 .3 6 7 .2 15 .9 % 2 .4 % 9 2 .1%

131156 杉並区 5 6 .5 6 .7 % 0 .4 % 0 .5 6 4 2 .4 % 8 2 .4 % 10 .9 3 .8 % 7 .1% 0 .0 3 9 5 .16 2 .9 1 9 .8 18 .3 % 6 .6 % 8 4 .5 %

131164 豊島区 6 1.4 4 .9 % 0 .3 % 2 .15 5 6 .2 % 6 2 .6 % 8 .8 2 .0 % 2 .8 % 0 .0 4 9 5 .3 1 2 .8 4 4 .3 9 .5 % 1.8 % 9 2 .7 %

131172 北区 5 8 .5 7 .0 % 1.1% 1.0 7 4 2 .7 % 6 6 .0 % 7 .3 3 .5 % 10 .3 % 0 .0 6 1 5 .4 7 1.4 1 7 .8 15 .9 % 5 .6 % 8 1.3 %

131181 荒川区 5 2 .8 6 .1% 0 .2 % 2 .6 5 4 3 .2 % 8 2 .0 % 8 .9 2 .0 % 4 .9 % 0 .0 17 3 .3 3 5 .9 1 6 .2 19 .5 % 7 .1% 8 6 .6 %

131199 板橋区 5 6 .7 10 .5 % 1.0 % 0 .5 9 3 5 .5 % 8 6 .6 % 7 .4 3 .3 % 4 .4 % 0 .0 8 7 3 .5 3 5 .8 0 7 .6 18 .7 % 4 .2 % 8 8 .3 %

131202 練馬区 5 4 .6 11.0 % 1.0 % 0 .4 4 3 4 .7 % 8 3 .1% 9 .8 2 .8 % 5 .7 % 0 .0 4 5 5 .7 8 4 .8 9 8 .7 2 2 .9 % 9 .4 % 8 2 .7 %

131211 足立区 6 1.1 15 .3 % 0 .8 % 0 .5 3 2 9 .8 % 8 0 .6 % 12 .1 3 .6 % 7 .3 % 0 .0 0 6 4 .3 6 2 .8 2 7 .3 2 2 .8 % 9 .4 % 8 0 .4 %

131229 葛飾区 5 5 .1 11.6 % 0 .5 % 0 .3 7 2 8 .8 % 8 3 .6 % 10 .9 2 .7 % 9 .9 % 0 .0 0 4 5 .8 3 2 .0 7 8 .8 2 8 .1% 13 .5 % 7 4 .5 %

131237 江戸川区 5 7 .0 16 .2 % 0 .9 % 0 .2 2 2 6 .9 % 8 5 .5 % 7 .4 4 .1% 9 .8 % 0 .0 0 6 7 .4 7 2 .7 1 8 .4 2 3 .1% 13 .0 % 7 4 .7 %

132012 八王子市 6 4 .0 2 8 .8 % 7 .1% 0 .11 2 9 .2 % 6 5 .5 % 4 .7 4 .8 % 16 .0 % 0 .4 11 4 .2 4 0 .4 6 5 .4 10 .3 % 5 .8 % 6 7 .6 %

132021 立川市 5 8 .3 2 0 .6 % 1.6 % 0 .5 3 3 5 .1% 6 9 .5 % 10 .2 3 .8 % 10 .8 % 0 .0 4 8 10 .6 5 1.5 6 6 .0 15 .9 % 7 .7 % 7 6 .4 %

132039 武蔵野市 5 7 .3 7 .0 % 0 .8 % 0 .3 6 3 9 .1% 3 5 .4 % 2 5 .9 6 .8 % 2 2 .2 % 0 .0 2 0 0 .0 0 2 .2 8 9 .4 19 .3 % 10 .8 % 6 3 .7 %

132047 三鷹市 6 3 .6 12 .8 % 1.5 % 0 .18 3 0 .2 % 2 1.6 % 16 .0 6 .9 % 2 3 .6 % 0 .0 4 3 5 .0 1 1.5 2 9 .5 2 2 .3 % 11.1% 6 2 .3 %

132055 青梅市 5 9 .5 4 6 .8 % 5 .3 % 0 .10 16 .1% 8 8 .3 % 2 .5 1.2 % 8 .1% 0 .5 0 3 5 .9 6 0 .0 0 6 .7 9 .8 % 10 .3 % 7 3 .2 %

132063 府中市 6 4 .2 14 .4 % 0 .7 % 0 .5 1 3 5 .1% 5 8 .6 % 10 .1 2 .2 % 5 .8 % 0 .0 4 6 8 .2 8 3 .8 4 8 .1 2 1.2 % 8 .5 % 8 3 .6 %

132071 昭島市 5 0 .8 2 5 .1% 3 .4 % 0 .2 9 2 5 .0 % 8 0 .5 % 11.5 0 .8 % 4 .4 % 0 .0 7 9 10 .0 4 0 .12 9 .0 2 2 .2 % 13 .0 % 7 6 .6 %

132080 調布市 5 5 .6 11.6 % 1.4 % 0 .4 2 3 4 .0 % 3 6 .6 % 13 .9 3 .9 % 9 .3 % 0 .0 5 3 9 .3 1 4 .12 9 .0 2 0 .0 % 10 .6 % 7 7 .3 %

132098 町田市 5 8 .2 2 7 .3 % 4 .2 % 0 .14 2 9 .8 % 14 .8 % 7 .3 4 .4 % 17 .1% 0 .3 2 9 3 .0 0 0 .8 8 7 .0 8 .2 % 7 .9 % 6 8 .1%

132101 小金井市 5 8 .6 9 .2 % 1.7 % 0 .2 7 3 6 .4 % 3 9 .5 % 19 .8 3 .6 % 15 .5 % 0 .0 5 3 2 .8 6 0 .8 8 8 .4 2 1.4 % 12 .2 % 6 9 .3 %

132110 小平市 5 7 .3 18 .0 % 2 .0 % 0 .3 4 2 8 .3 % 3 5 .3 % 13 .6 2 .3 % 10 .3 % 0 .0 2 9 8 .13 1.7 1 8 .6 2 3 .5 % 15 .7 % 7 0 .1%

132128 日野市 5 8 .8 2 1.8 % 5 .0 % 0 .4 3 3 3 .1% 6 8 .6 % 10 .8 3 .5 % 11.7 % 0 .19 2 8 .6 1 1.5 6 7 .2 13 .8 % 8 .4 % 7 1.8 %

132136 東村山市 6 5 .3 2 1.1% 2 .6 % 0 .5 8 2 5 .7 % 3 2 .4 % 7 .0 1.4 % 3 .6 % 0 .0 7 7 8 .5 8 0 .4 1 11.0 2 6 .0 % 2 0 .7 % 7 1.0 %

132144 国分寺市 5 9 .7 12 .5 % 1.5 % 0 .3 5 3 7 .2 % 5 7 .7 % 14 .8 2 .6 % 13 .4 % 0 .0 6 1 14 .5 9 3 .2 3 7 .7 18 .2 % 10 .3 % 7 2 .8 %

132152 国立市 6 1.2 12 .5 % 1.9 % 0 .3 7 3 2 .1% 5 4 .9 % 12 .0 3 .9 % 12 .5 % 0 .0 5 8 12 .14 4 .6 6 7 .2 2 4 .5 % 9 .4 % 7 4 .6 %

132187 福生市 5 7 .2 3 4 .1% 5 .1% 0 .3 9 2 2 .3 % 8 8 .6 % 3 .9 1.3 % 16 .6 % 0 .0 8 6 7 .4 1 2 .4 6 11.0 16 .5 % 7 .7 % 6 7 .0 %

132195 狛江市 5 3 .1 13 .6 % 0 .5 % 0 .3 1 3 5 .0 % 7 .5 % 13 .5 4 .3 % 8 .9 % 0 .0 3 8 7 .3 4 2 .6 6 10 .0 2 0 .9 % 10 .1% 7 8 .5 %

132209 東大和市 6 9 .5 3 0 .4 % 3 .7 % 0 .3 0 19 .1% 7 5 .3 % 8 .9 2 .6 % 9 .2 % 0 .119 9 .5 5 0 .15 6 .7 19 .2 % 2 1.1% 6 3 .1%

132217 清瀬市 6 1.7 2 0 .7 % 2 .8 % 0 .10 2 8 .7 % 12 .7 % 8 .5 5 .0 % 2 0 .7 % 0 .0 7 1 7 .0 0 0 .10 5 .8 18 .6 % 16 .0 % 5 8 .8 %

132225 東久留米市 6 2 .7 2 3 .7 % 3 .2 % 0 .0 8 2 3 .5 % 12 .8 % 5 .4 3 .8 % 16 .9 % 0 .0 6 4 4 .3 3 0 .0 8 7 .4 2 2 .8 % 17 .1% 6 1.6 %

132233 武蔵村山市 6 3 .3 4 0 .7 % 0 .0 % 0 .0 0 16 .7 % 0 .0 % 8 .0 2 .3 % 0 .0 % 0 .12 8 0 .17 1.17 8 .7 2 0 .0 % 0 .0 % 0 .0 %

132241 多摩市 6 3 .3 2 2 .3 % 6 .6 % 0 .3 3 3 5 .9 % 4 9 .7 % 14 .5 5 .7 % 17 .1% 0 .2 9 1 4 .6 8 1.9 0 5 .0 7 .2 % 3 .9 % 7 0 .4 %

132250 稲城市 5 3 .8 2 4 .1% 4 .3 % 0 .2 8 2 9 .5 % 4 4 .1% 11.3 2 .0 % 5 .2 % 0 .3 3 4 3 .7 0 2 .2 3 6 .2 13 .6 % 9 .6 % 7 7 .7 %

132276 羽村市 6 2 .4 4 1.4 % 11.8 % 0 .2 0 17 .4 % 9 0 .0 % 12 .7 0 .2 % 13 .5 % 0 .0 9 7 11.0 3 0 .10 3 .9 12 .7 % 19 .4 % 5 3 .5 %

132284 あきる野市 6 1.4 4 7 .5 % 11.9 % 0 .0 7 16 .3 % 9 4 .2 % 2 .1 0 .9 % 5 .7 % 0 .4 6 6 8 .4 4 0 .0 0 6 .5 13 .0 % 2 3 .3 % 5 4 .3 %

132292 西東京市 5 8 .0 11.9 % 1.2 % 0 .3 2 3 2 .8 % 14 .5 % 12 .1 4 .5 % 12 .8 % 0 .0 3 3 8 .4 6 0 .3 8 10 .6 2 0 .2 % 18 .0 % 6 6 .4 %

133035 瑞穂町 5 3 .3 6 2 .1% 6 .9 % 0 .0 6 12 .0 % 8 7 .1% 2 .9 1.3 % 0 .0 % 0 .12 1 4 .2 6 0 .0 0 11.5 10 .3 % 5 4 .8 % 3 1.3 %

133051 日の出町 4 5 .8 6 5 .9 % 0 .0 % 0 .0 0 9 .6 % 0 .0 % 2 .7 2 .0 % 0 .0 % 0 .5 5 2 0 .0 0 0 .0 0 3 .1 6 .3 % 0 .0 % 0 .0 %

133078 檜原村 6 1.4 3 5 .8 % 0 .0 % 0 .0 0 16 .5 % 0 .0 % 0 .9 6 .8 % 0 .0 % 0 .7 6 8 0 .0 0 0 .0 0 5 .4 5 .6 % 0 .0 % 0 .0 %

133086 奥多摩町 8 2 .7 6 6 .5 % 0 .0 % 0 .0 2 3 .1% 0 .0 % 0 .4 0 .0 % 0 .0 % 0 .7 5 0 2 .6 8 0 .0 0 0 .0 0 .0 % 0 .0 % 8 4 .4 %

区部 5 6 .0 7 .8 % 0 .7 % 1.3 4 4 8 .5 % 7 2 .2 % 10 .7 3 .1% 4 .6 % 0 .0 5 6 3 .8 2 4 .9 2 6 .8 13 .9 % 4 .5 % 8 8 .3 %

多摩部 6 0 .1 2 7 .7 % 3 .3 % 0 .2 5 2 6 .2 % 4 4 .5 % 9 .6 3 .2 % 10 .4 % 0 .19 7 6 .3 5 1.2 8 7 .4 16 .1% 12 .1% 6 1.5 %

全都 5 8 .3 19 .0 % 2 .2 % 0 .7 2 3 5 .9 % 5 6 .5 % 10 .1 3 .1% 7 .8 % 0 .13 6 5 .2 5 2 .8 6 7 .1 15 .2 % 8 .8 % 7 3 .1%

□は平均値（全都）を上回る市区町村

自動車関連指標 鉄道関連指標 バス関連指標 自転車関連指標

平均値
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１１ 各交通状況指標の算出方法及び出典 

 交通状況を改善するために実施している取組の成果を把握するためには現状

の交通状況と対策後の交通状況の推移を確認することが継続的かつ効果的な取

組になるために重要な点となります。 

本手引きで整理した各指標の数値の算出方法は以下の通りとなります。 

 対策の効果や進捗状況の確認等を行う際に参考にしてください。 

 

手段等 分 類 指 標 PT 大都市 その他 

人口 人口 
人口（人） 

 
 他１ 

高齢化率（％） 
 

 他２ 

渋滞 交通混雑状況 

幹線道路混雑時速度   他３ 

エリア別混雑状況   他３ 

主要交差点混雑   他３ 

自動車 交通需要 

自動車-利用時間（分） 〇   

自動車-代表手段分担率（％） 〇   

自動車-駅端末手段分担率（％） 〇   

駅端末自動車利用上位駅 〇   

自動車時間帯集中 〇   

鉄道 

交通インフラ 
駅数、事業者数  〇  

鉄道駅密度（駅/km2）  〇 駅数／他４ 

交通需要 

鉄道-代表手段分担率（％） 〇   

鉄道定期券発売枚数  〇  

鉄道地域内利用率（％）  〇  

バス 

交通インフラ 

乗合バスの利用状況   他５ 

乗合バスの運行状況   他６ 

バス停密度（バス停/ km2）   他７／他４ 

交通需要 

バス-代表手段分担率（％） 〇   

バス-駅端末手段分担率（％） 〇   

駅端末バス利用上位駅 〇   

タクシー 
交通インフラ 

タクシー事業者数と台数   他８ 

タクシー乗務員数   他８ 

交通需要 利用方式の変化   他８ 

  



参考―40 

手段等 分 類 指 標 PT 大都市 その他 

自転車 

地形 
都内の起伏状況   他９、他 10 

平均勾配（度）   他 11 

交通インフラ 

駐輪場台数（台/100人）   他１２／他１ 

シェアサイクルポート密度 

（ポート/㎢） 

  他１３／他 4 

交通需要 

自転車-利用時間（分） 〇   

自転車-代表手段分担率（％） 〇   

自転車-駅端末手段分担率（％） 〇   

自転車通行空間   他 14，他 15 

徒歩 
交通インフラ 歩道整備率（％）   他１６ 

交通需要 駅端末徒歩分担率（％） 〇  
 

自動車 

集中施設 

需要集中 

インフラ 

レジャー施設駐車場台数   他１７ 

スタジアム施設駐車場台数   他１７ 

大規模商業施設駐車場台数   他 18 

商業系大規模施設面積   他１９ 

 

PT  ：第 6 回東京都市圏パーソントリップ調査（平成 30 年調査） 各対応値 

（利用時間は、ゾーン間別交通手段別平均所要時間に基づく） 

大都市：第１２回大都市交通センサス（令和３年度調査） 

その他 

他１：東京都区市町村別人口（令和５年１月） 

他２：東京都区市町村別人口のうち 65 歳以上人口構成比 

他３：東京都移動性向上委員会 資料、令和威５年度第 1 回 

国土交通省関東地方整備局東京国道事務所 

他４：区市町村別面積 

他５：東京都交通局 交通局の概況 都営バス HP 

（https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/about/service/bus.html） 

他６：東京都における各輸送モードの現況、東京都における地域公共交通の在り方検討会 

 第１回 参考資料、令和 2 年 10 月 9 日、東京都都市整備局 

他７：国土数値情報(バス停留所データ)、国土交通省、令和４年 

他８：東京のタクシー2023（令和２年度）、(一財)東京ハイヤー・タクシー協会 

他９：東京における地域公共交通の基本方針、令和４年(2022 年）３月 

東京都都市整備局 

他 1０：デジタル標高地形図「東京都」、国土地理院 

他１１：日本における居住地の分布と地形との関係、財城真寿美ら 

CSIS DiscussionPaper№68 

他１２：駐輪場情報、令和４年４月 1 日値（東京都生活文化スポーツ局） 

他１３：ドコモ・バイクシェア HP、ハローサイクル HP 公開情報（令和５年７月時点） 

他１４：東京２３区内における直轄国道の⾃転⾞通⾏空間の整備計画、令和 3 年 2 月 

国⼟交通省 関東地方整備局東京国道事務所 

他１５：東京都自転車通行空間整備推進計画、東京都建設局、2021 年 5 月 

他１６：TOKYO WAY、東京都建設局、令和５年３月 

他１７：各施設ホームページ公開情報 

他１８：全国大型小売店総覧 2024 年版、東洋経済新報社 

他１９：東京の小売業  

 ～平成 26 年商業統計調査報告小売業編（業態別・立地環境特性別集計）～ 


