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 自転車利用実態調査結果  

1-1 区民アンケート調査 

（1）調査概要 

1）調査の目的 

本調査は、区民（18 歳以上の区民、高校生）を対象に、「利用者」視点での自転車の利用実

態、意識・意向及び自転車利用に関する課題やニーズを把握することを目的として実施しまし

た。 

 

2）調査の対象 

18 歳以上の区民ならびに区内の都立高等学校に通学する高校生を対象としました。 

 

3）調査の方法 

表 1-1 調査方法（区民アンケート・高校生アンケート） 

対象 調査方法 回答方法 

①18 歳以上の区民 

住 民 基 本 台 帳 よ り 無 作 為 に

1,600 世帯を選出し、郵送により

調査の実施を案内するとともに、

調査票を 1 世帯につき 2 票ずつ

配布 

郵送で回収する無記名郵送方式と

WEB 回答方式のどちらかひとつ

を回答者自身が選択 

②高校生 
QR コードが記載された調査案内

を配布（学校経由） 
WEB 回答方式 

 

4）調査期間 

2022 年 12 月 19 日（月）から 2023 年 1 月 8 日（日）の期間に実施しました。 

 

5）配布・回収状況 

表 1-2 配布・回収状況（区民アンケート・高校生アンケート） 

対象 配布数 回収票数 回収率 

①18 歳以上の区民 
3,200 票 

（1,600 世帯×2 票） 

737 票 

・紙 面 ：559 票 

・WEB ：178 票 

23.0％ 

②高校生 

約 2,250 票 

対象校（4 校）： 

・都立赤羽北桜高等学校 

・都立桐ヶ丘高等学校 

・都立飛鳥高等学校 

・都立王子総合高等学校 

761 票 33.8％ 



 

    

6）調査項目 

区民（18 歳以上）および高校生へのアンケート調査の項目を以下に記します。 

 

表 1-3 調査項目（区民アンケート・高校生アンケート） 

項目 設問 
自転車 

利用者 

非自転車 

利用者 

基本属性 
性別、年齢、職業、居住地区、 

自転車の車種、電動アシストの有無 
○ ○ 

外出・移動

の実態 

外出頻度、外出目的、 

外出先までの所要時間・距離、交通手段 
○ ○ 

最寄りのバス停までの所要時間、徒歩移動の負担 ○ ○ 

最寄りの鉄道駅までの移動手段、 

所用時間、徒歩移動の負担 
○ ○ 

子どもの送迎の有無、移動手段 ○ ○ 

コロナ前と現在の外出状況の変化、 

コロナ禍が終息した場合にコロナ禍前の外出状況に戻る

と思うか 

○ ○ 

自転車の 

利用実態・

意向 

自転車利用の有無 ○ ○ 

自転車を利用しない理由 ― ○ 

自転車利用の頻度、目的、自転車と鉄道の乗り継ぎ有無、 

自転車利用の目的地 
○ ― 

目的地での駐輪場所、 

自転車駐車場以外への駐車経験の有無、 

自転車駐車場以外に駐車した理由、 

自転車駐車場から目的地までの所要時間の許容範囲、 

利用料金の許容範囲、 

北区の自転車駐車場に対する不満 

○ ― 

自転車での道路の通行位置、 

車道（路肩）を走行する際に不安・走りにくいと感じてい

ること 

○ ― 

自転車利用環境の満足度 ○ ― 

自転車乗車中に危険を感じる場所 ○ ― 

シェアサイ

クルの利用

実態・意向 

シェアサイクルの認知度 ○ ― 

シェアサイクルの利用状況、利用目的 ○ ― 

シェアサイクル利用環境への改善要望、 

新たなポート設置場所への要望 
○ ― 

安全意識に

関する実態 

ルールの認知状況・順守状況、ルールを守れていない理由 ○ ― 

交通安全教育の受講経験の有無、受講時期、受講機会 ○ ― 

自転車保険の加入状況、加入理由 ○ ― 

ヘルメットの着用の有無 ○ ― 

自転車点検・整備の状況 ○ ― 

自転車利用

環境への 

意識・意向 

自転車に対して危険を感じること 

（歩行者視点、自動車ドライバー視点） 
○ ○ 

自転車の利用環境へのニーズ(どのような環境が整えばよ

り自転車を利用しやすくなると思うか) 
○ ○ 

  



    

    

（2）結果概要 

区民（18 歳以上）および高校生へのアンケート調査の集計結果の概要を以下に記します。 

 

1）自転車利用者・非利用者の定義 

現在の自転車利用の有無（現在あなたは自転車を利用しているか）において、利用している

人を「自転車利用者」、利用していない人を「非自転車利用者」として集計しました。 

 

2）回答者の属性 

回答者の性別は、区民では男性が 39.8%、女性が 56.0%、高校生では男性が 22.3%、女

性が 72.5%となります。 

回答者の年齢は、区民では 50 歳代が 20.2%、60 歳代が 16.8%、70 歳代が 16.2%、

40 歳代が 14.9%となります。高校生では、１年生が 53.6%、２年生が 32.5%、３年生が

13.9%となります。 
 
 区  民 （１８歳以上） 高 校 生 

■
性
別 

 

図 1-1 性別（区民） 

 

図 1-2 性別（高校生） 

■
年
齢
｟区
民
｠・学
年
｟高
校
生
｠ 

 

図 1-3 年齢（区民） 

 

図 1-4 学年（高校生） 

  



 

    

3）自転車の利用状況 

自転車の利用状況をみると、現在、自転車を利用している人は、区民が 58.3％、高校生が

76.0％となります。 
 
 区  民 （１８歳以上） 高 校 生 

■
自
転
車
の
利
用
状
況 

 

図 1-5 自転車の利用状況（区民） 

 

図 1-6 自転車の利用状況（高校生） 

 

4）保有する自転車の車種 

保有する自転車の車種は、区民、高校生とも最も多かったのが「シティサイクル」（57.1%

（区民）、58.3%（高校生））となります。さらに、高校生の 20.5％は「スポーツタイプ」の

自転車を保有しています。 

また、電動アシスト付き自転車を保有している人は、区民が 37.3％、高校生が 14.9％と

なります。 
 
 区  民 （１８歳以上） 高 校 生 

■
保
有
す
る
自
転
車
の
車
種 

 

図 1-7 保有する自転車の車種（区民） 

 

図 1-8 保有する自転車の車種（高校生） 



    

    

 区  民 （１８歳以上） 高 校 生 

■
電
動
ア
シ
ス
ト
の
有
無 

 

図 1-9 電動アシストの有無（区民） 

 

図 1-10 電動アシストの有無（高校生） 

 

5）シェアサイクルの認知度と利用状況 

自転車利用者のうち、シェアサイクルポートがあることを「知らなかった」人は、区民が

54.9%、高校生が 84.9%となります。 

また、シェアサイクルを利用している人は、区民が 3.2％、高校生が 8.0％となります。 
 
 自 転 車 利 用 者 

 区  民 （１８歳以上） 高 校 生 

■
シ
ェ
ア
サ
イ
ク
ル
の
認
知
度 

 

図 1-11 シェアサイクルの認知度（区民） 

 

図 1-12 シェアサイクルの認知度（高校生） 

■
シ
ェ
ア
サ
イ
ク
ル
の
利
用
状
況 

 

図 1-13 シェアサイクルの利用状況（区民） 

 

図 1-14 シェアサイクルの利用状況（高校生） 



 

    

6）シェアサイクル利用環境への改善要望の有無 

自転車利用者のうち、シェアサイクル利用環境への改善要望が「ある」人は、区民が33.5％、

高校生が 7.1％となります。 

また、改善要望の内容について、区民、高校生とも最も多いものは、「ステーションの数を

増やす」（65.3%（区民）、53.7%（高校生））となります。 

 

 自 転 車 利 用 者 

 区  民 （１８歳以上） 高 校 生 

■
シ
ェ
ア
サ
イ
ク
ル
利
用
環
境
の
改
善
要
望
の
有
無 

 

図 1-15 シェアサイクル利用環境の 

改善要望の有無（区民） 

 

 

図 1-16 シェアサイクル利用環境の 

改善要望の有無（高校生） 

 

■
シ
ェ
ア
サ
イ
ク
ル
利
用
環
境
の
改
善
要
望
の
内
容 

 

図 1-17 シェアサイクル利用環境の 

改善要望の内容（区民） 

 

図 1-18 シェアサイクル利用環境の 

改善要望の内容（高校生） 

 

  



    

    

7）自転車安全利用に関する意見 

自転車利用者のうち、自転車利用者のマナーに関して不満を感じている人は、区民が57.0％､

高校生が 16.2％となります。 

 

 自 転 車 利 用 者 

 区  民 （１８歳以上） 高 校 生 

■
「自
転
車
利
用
の
マ
ナ
ー
」に
関
す
る
満
足
度 

 

図 1-19 「自転車利用のマナー」に関する満足度

（区民） 

 

図 1-20 「自転車利用のマナー」に関する満足度

（高校生） 

 

  



 

    

8）自転車利用環境へのニーズ 

（今後北区において、どのような環境が整えばより自転車を利用しやすくなると思うか） 

自転車利用環境へのニーズで最も多いものは、区民、高校生とも「安全に通行できる道路空

間の整備」（75.8%（区民）、57.4%（高校生））となります。２番目に多いものは「駐輪スペー

スの確保（目的地周辺）」（59.3%（区民）、27.3%（高校生））となります。３番目に多いも

のは「ルール・マナー向上（自転車利用者）」（52.8%（区民）、25.4%（高校生））となりま

す。 

 

 区  民 （１８歳以上） 高 校 生 

■
自
転
車
利
用
環
境
へ
の
ニ
ー
ズ
内
容 

 

図 1-21 自転車利用環境へのニーズ内容 

（区民） 

 

図 1-22 自転車利用環境へのニーズ内容 

（高校生） 

 

  



    

    

9）歩行者の視点からの自転車に対する不満 

歩行者の視点からの自転車に対する不満について、区民、高校生の上位２つは「自転車が危

険な速度で走行する」（61.4%（区民）、33.9%（高校生））、「携帯電話を見ながら走行してい

る」（51.2%（区民）、35.6%（高校生））となります。３番目に多いものは「自転車が一時停

止せずに飛び出してくる」（45.4%（区民）、33.6%（高校生））で、４番目に多いものは「自

転車がすぐそばを走行する」（41.7%（区民）、30.7%（高校生））となります。 

 

 区  民 （１８歳以上） 高 校 生 

■
歩
行
者
の
視
点
か
ら
の
自
転
車
に
対
す
る
不
満  

図 1-23 歩行者の視点からの自転車に対する 

不満（区民） 

 

図 1-24 歩行者の視点からの自転車に対する 

不満（高校生） 

 

  



 

    

10）自動車の視点からの自転車に対する不満 

自動車の視点から自転車に対する不満について、「自転車の飛び出し」（30.6%）が最も多

く､次いで「自転車が信号を守っていない」（27.7%）、「車道を逆走している」（20.3%）､「自

転車が左側通行をしていない」（20.2%）､「携帯電話を見ながら走行している」（20.2%）と

続きます。 

 

 区  民 （１８歳以上） 高 校 生 

■
自
動
車
歩
行
者
の
視
点
か
ら
の
自
転
車
に
対
す
る
不
満 

 

図 1-25 自動車の視点からの自転車に対する 

不満（区民） 

（設問の設定なし） 

  



    

    

11）自転車通行空間に関する現状と課題 

 自転車を利用して通行する位置 

自転車を利用しているときの通行位置について、自転車利用者のうち、区民の 65.6%

は、自転車では『歩道』を通行することが多いと回答しています。 

一方、高校生の 55.0%は、自転車では『車道』を通行することが多いと回答していま

す。 

 

 自 転 車 利 用 者 

 区  民 （１８歳以上） 高 校 生 

■
自
転
車
を
利
用
し
て
通
行
す
る
位
置 

 

図 1-26 自転車を利用して通行する 

位置（区民） 

 

図 1-27 自転車を利用して通行する 

位置（高校生） 

 

  



 

    

 車道（路肩）を走行する際に不安・走りにくいと感じていること 

車道（路肩）を走行する際に不安・走りにくいと感じていることについて、自転車利用

者のうち、区民、高校生とも、「車道が狭い」が最も多く（65.8%（区民）、39.3%（高

校生））、「自転車レーン等がない」（57.2%（区民）、24.7%（高校生））、「路上駐車が多

い」（51.6%（区民）、17.5%（高校生））が続きます。 

なお、高校生では、「不安・走りにくいと感じていない」人が 29.6％と、２番目に多い

結果となりました。 

 

 自 転 車 利 用 者 

 区  民 （１８歳以上） 高 校 生 

■
車
道
｟路
肩
｠を
走
行
す
る
際
に
不
安
・走
り
に
く
い
と
感
じ
て
い
る
こ
と 

 

図 1-28 車道（路肩）を走行する際に不安 

・走りにくいと感じていること（区民） 

 

図 1-29 車道（路肩）を走行する際に不安 

・走りにくいと感じていること（高校生） 

 

  



    

    

12）駐輪スペースに関する現状と課題 

 自転車駐車場以外の道路や歩道上に駐車することはあるか 

自転車駐車場以外の道路や歩道上への駐車の有無について、自転車利用者のうち、区民

の 65.3％、高校生の 47.1％が『ある』（「よくある」または「たまにある」）と回答して

います。 

自転車を道路や歩道上に駐車する理由について、最も多いものは、区民、高校生とも、

「目的地から遠い」（70.4%（区民）、43.8%（高校生））となります。２番目に多い理由

は、区民が「利用料金がかかる」（55.0%）、高校生が「自転車駐車場を知らない」（41.9%）

で、３番目に多い理由は「満車で駐輪できない」（33.6%（区民）、34.2%（高校生））と

なります。 

 

 自 転 車 利 用 者 

 区  民 （１８歳以上） 高 校 生 

■
道
路
や
歩
道
上
へ
の
駐
車
の
有
無 

 

図 1-30 道路や歩道上への駐車の有無（区民） 

 

図 1-31 道路や歩道上への駐車の有無（高校生） 

■
道
路
や
歩
道
上
に
駐
車
す
る
理
由 

 

図 1-32 道路や歩道上に駐車する理由（区民） 

 

図 1-33 道路や歩道上に駐車する理由（高校生） 

 

  



 

    

13）自転車駐車場利用環境に関する意見 

「自転車駐車場利用環境」に関して､自転車利用者のうち、区民の 49.5％、高校生の 14.8％

が不満の意見を持っています。 

自転車駐車場利用環境に対する不満点は、区民が「駐車可能な台数が少ない」（49.3%）や

「１台分のスペースが狭く駐車が困難」（35.3%）、「駐車場所が施設から遠い」（31.9%）な

ど、駐車スペースや自転車駐車場の立地に関する意見が多くなっています。高校生が「特に不

満はない」（50.0%）との回答が最も多くなっています。 
 
 自 転 車 利 用 者 

 区  民 （１８歳以上） 高 校 生 

■
「自
転
車
駐
車
場
利
用
環
境
」に
関
す
る
満
足
度 

 

図 1-34 「自転車駐車場利用環境」に関する 

満足度（区民） 

 

図 1-35 「自転車駐車場利用環境」に関する 

満足度（高校生） 

■
自
転
車
駐
車
場
利
用
環
境
に
対
す
る
不
満
点 

 

図 1-36 自転車駐車場利用環境に対する不満点

（区民） 

 

図 1-37 自転車駐車場利用環境に対する不満点

（高校生） 

  



    

    

14）ルール・マナーに関する現状と課題 

 自転車安全教育の受講経験、ルールの認知・順守状況 

自転車安全教育の受講経験について、自転車利用者のうち、高校生の 82.5％は受講経

験が「ある」と回答しています。一方、区民で受講経験が「ある」と回答した人は 44.7％

で、受講経験が「ない」または「受けたが覚えていない」と回答した人は 53.9％となり

ます。 

自転車利用者のルール・マナーの認知・遵守状況について、「知っているが、守ることが

できていない」または「知らない」と回答した人が多いものは、区民、高校生とも「ヘル

メットの着用努力義務」（88%（区民）、66%（高校生））、「自転車は車道通行が原則」

（56%（区民）、24%（高校生））となります。次いで、区民では「自転車は車道の左側

を通行」（21%）、「交差点での一時停止の確認」（18%）と続き、高校生では「並進の禁

止」（19%）、「運転中のイヤホン等の使用禁止」（19%）が続きます。 
 
 自 転 車 利 用 者 

 区  民 （１８歳以上） 高 校 生 

■
自
転
車
安
全
教
育
の
受
講
経
験 

 

図 1-38 自転車安全教育の受講経験（区民） 

 

図 1-39 自転車安全教育の受講経験（高校生） 

■
ル
ー
ル
の
認
知
・順
守
状
況 

 

図 1-40 ルールの認知・順守状況（区民） 

 

図 1-41 ルールの認知・順守状況（高校生） 



 

    

1-2 区外来訪者アンケート調査 

（1）調査概要 

1）調査の目的 

本調査は、区外来訪者を対象に、「利用者」視点での自転車の利用実態、意識・意向及び自

転車利用に関する課題やニーズを把握することを目的として実施しました。 

 

2）調査の対象 

東京都（北区を除く）または埼玉県に在住する人のうち、北区まで自転車またはシェアサイ

クルを使った来訪経験がある人を対象としました。 

 

3）調査の方法 

インターネットを利用した WEB アンケート方式により実施しました。 

 

4）調査期間 

2022 年 12 月 27 日（火）から 2023 年 1 月 4 日（水）の期間に実施しました。 

 

5）配布・回収状況 

表 1-4 配布・回収状況（区外来訪者アンケート） 

対象者 来訪目的 回収数（件） 

自転車での来訪者 

通勤目的 100 

買物・食事目的 100 

余暇目的 100 

その他目的 100 

シェアサイクルでの来訪者  100 

総計  500 

 

  



    

    

6）調査項目 

区外来訪者へのアンケート調査の項目を以下に記します。 

 

表 1-5 調査項目（区外来訪者アンケート） 

項目 設 問 

調査対象 

自転車での来訪者 シェア 

サイクル 

での 

来訪者 
通勤 

買物・

食事 
余暇 その他 

基本属性 

居住地、性別、年齢 ○ ○ ○ ○ ○ 

（スクリーニング） 

北区への来訪経験、来訪時の交

通手段、主な移動目的、シェアサ

イクルの利用有無 

○ ○ ○ ○ ○ 

来訪時の 

移動実態 

北区において自転車で立ち寄っ

た地区 
○ ○ ○ ○ ○ 

訪問先での自転車駐車場の利用

有無 
○ ○ ○ ○ ― 

自転車駐車場があったが利用し

なかった理由 
○ ○ ○ ○ ― 

シェアサイクル

の 

利用実態・意向 

シェアサイクルの認知度 ○ ○ ○ ○ ― 

シェアサイクルの利用意向 ○ ○ ○ ○ ― 

シェアサイクルの利用目的、利

用時間帯、利用頻度 
― ― ― ― ○ 

北区のシェアサイクルへの改善

要望（一番望むこと） 
○ ○ ○ ○ ○ 

新たなポート設置場所への要望 ○ ○ ○ ○ ○ 

自転車利用環境

への 

意識・意向 

自転車で区内の車道を通行する

際に危険を感じること不安を感

じていること 

○ ○ ○ ○ ○ 

自転車の利用環境へのニーズ 

（北区において、どのような環

境が整えばより自転車を利用し

やすくなると思うか） 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

  



 

    

（2）結果概要 

区外来訪者へのアンケート調査の集計結果の概要を以下に記します。 

 

1）対象者の定義 

 区外来訪者の目的別の分類 

区外来訪者の来訪目的の定義は次表のとおりです。 

 

表 1-6 対象者の定義（区外来訪者アンケート） 

対象者・来訪目的 定   義 

自
転
車
で
の
来
訪
者 

通勤目的 

・北区以外の東京都（23 区）または埼玉県の在住者 

・直近 3 年間において「北区を訪れたことがある」 かつ  

・直近 3 年間において北区への来訪目的が「通勤」 かつ 

・直近 3 年間において北区において利用した交通手段が 

「自身が所有する自転車」、「シェアサイクル」、「レンタサイクル」 の人 

買物・食事 

目的 

・北区以外の東京都（23 区）または埼玉県の在住者 

・直近 3 年間において「北区を訪れたことがある」 かつ  

・直近 3 年間において北区への来訪目的が「買い物・食事」 かつ 

・直近 3 年間において北区において利用した交通手段が 

「自身が所有する自転車」、「シェアサイクル」、「レンタサイクル」 の人 

余暇目的 

・北区以外の東京都（23 区）または埼玉県の在住者 

・直近 3 年間において「北区を訪れたことがある」 かつ  

・直近 3 年間において北区への来訪目的が 

「余暇（観光・スポーツ・レクリエーション）」 かつ 

・直近 3 年間において北区において利用した交通手段が 

「自身が所有する自転車」、「シェアサイクル」、「レンタサイクル」 の人 

その他目的 

・北区以外の東京都（23 区）または埼玉県の在住者 

・直近 3 年間において「北区を訪れたことがある」 かつ  

・直近 3 年間において北区への来訪目的が上記以外 かつ 

・直近 3 年間において北区において利用した交通手段が 

「自身が所有する自転車」、「シェアサイクル」、「レンタサイクル」 の人 

シェアサイクルで

の来訪者 

（全目的） 

・北区以外の東京都（23 区）または埼玉県の在住者 

・直近 3 年間において「北区を訪れたことがある」 かつ  

・直近 3 年間において北区において利用した交通手段が  

「シェアサイクル」 の人 

 

 シェアサイクル非利用者の定義 

直近３年間に北区へ来訪した際、区内ではシェアサイクルを利用しなかった人を「シェ

アサイクル非利用者」として集計しました。 

 



    

    

2）自転車利用に関する結果 

 北区において自転車で立ち寄った地区 

自転車での来訪者について、全目的では 34％が「王子東地区」、33％が「赤羽東地区」、

30％が「王子西地区」に立ち寄っています。 

 

 区 外 来 訪 者 

 自転車での来訪者  

■
北
区
に
お
い
て
自
転
車
で
立
ち
寄
っ
た
地
区 

全目的 

 

図 1-42 北区において自転車で立ち寄った地区（区外来訪者） 

 

  



 

    

 訪問先での自転車駐車場の利用有無 

自転車での来訪者について、全目的では 39.8％が『自転車駐車場を利用しなかった（訪

問先の近くに駐輪した）』と回答しています。「自転車駐車場があったが、自転車駐車場を

利用しなかった（訪問先の近くに駐輪した）」との回答は 11.0％となります。 

目的別にみると、通勤目的の 28.0％、買物・食事目的の 41.0％、余暇目的の 46.0％

が、『自転車駐車場を利用しなかった（訪問先の近くに駐輪した）』と回答しています。「自

転車駐車場があったが、自転車駐車場を利用しなかった（訪問先の近くに駐輪した）」と回

答した人は、通勤目的では 8.0％、買物・食事目的では 17.0％、余暇目的では 8.0％と

なります。 

 

 区 外 来 訪 者 

 自転車での来訪者  

■
訪
問
先
で
の
自
転
車
駐
車
場
の
利
用
有
無 

 

図 1-43 訪問先での自転車駐車場の利用有無（区外来訪者） 

 

  



    

    

 自転車駐車場があったが利用しなかった理由 

自転車での来訪者について、自転車駐車場があったが利用しなかった理由として、全目

的で最も多かったものは、「短時間で用事が済むから」（47.7％）となります。 

 

 区 外 来 訪 者 

 自転車での来訪者  

■
自
転
車
駐
車
場
が
あ
っ
た
が
利
用
し
な
か
っ
た
理
由 

 

図 1-44 自転車駐車場があったが利用しなかった理由（区外来訪者） 

 

  



 

    

3）シェアサイクル利用に関する結果 

 北区においてシェアサイクルで立ち寄った地区 

シェアサイクルでの来訪者の 54％が「赤羽西地区」、51％が「赤羽東地区」に立ち寄っ

ています。 

 

 区 外 来 訪 者 

 シェアサイクルでの来訪者  

■
北
区
に
お
い
て
シ
ェ
ア
サ
イ
ク
ル
で
立
ち
寄
っ
た
地
区 

 

図 1-45 北区においてシェアサイクルで立ち寄った地区（区外来訪者） 

  



    

    

 シェアサイクルの利用目的と利用時間帯 

シェアサイクルでの来訪者のシェアサイクル利用目的をみると、買物・食事目的が

59.0％、余暇目的が 52.0％、業務目的が 20.0％となります。通勤目的、通学目的はそ

れぞれ 6.0％にとどまります。 

シェアサイクルの利用時間帯をみると、13 時台と 14 時台の利用が最も多くなってい

ます（それぞれ 45.0％）。利用の分布が集中しているのは 10 時台～16 時台となります。 

 

 区 外 来 訪 者 

 シェアサイクルでの来訪者  

■
シ
ェ
ア
サ
イ
ク
ル
の
利
用
目
的 

 

図 1-46 シェアサイクルの利用目的（区外来訪者） 

■
シ
ェ
ア
サ
イ
ク
ル
の
利
用
時
間
帯 

 

図 1-47 シェアサイクルの利用時間帯（区外来訪者） 

  



 

    

 シェアサイクルを利用していない人の利用意向 

シェアサイクルを利用していない自転車での区外来訪者のうち、全目的では 17.5％の

人が北区でシェアサイクルを利用したいと『思う』（「思う」または「やや思う」）と回答し

ています。 

目的別にみると、通勤目的の 25.4％、買物・食事目的の 18.6％、余暇目的の 15.9％

が、北区でシェアサイクルを利用したいと『思う』（「思う」または「やや思う」）と回答し

ています。 

 

 区 外 来 訪 者 

 シェアサイクル非利用者  

■
シ
ェ
ア
サ
イ
ク
ル
を
利
用
し
て
い
な
い
人
の
利
用
意
向 

 

 

図 1-48 シェアサイクルを利用していない人の利用意向（区外来訪者） 

 

 

  



    

    

 北区のシェアサイクルへの改善要望（一番望むこと） 

自転車での区外来訪者のうち、シェアサイクル利用者をみると、32.0％の人が「ステー

ション（ポート）そのものの数を増やす」ことを要望しています。 

シェアサイクル非利用者をみると、通勤目的の 52.4％の人が「ステーション（ポート）

そのものの数を増やす」ことを要望しています。通勤目的以外では、「特にない」と回答し

た人が最も多く、全目的では 44.3%、買物・食事目的では 48.8%、余暇目的では 34.1%、

その他目的では 55.8%となり、次いで「ステーション（ポート）そのものの数を増やす」

ことを要望する人は、全目的では 31.5％、買物・食事目的では 20.9％、余暇目的では

33.0％、その他目的では 24.7%となります。 
 
 区  外  来  訪  者  

 シェアサイクル利用者  シェアサイクル非利用者  

■
北
区
の
シ
ェ
ア
サ
イ
ク
ル
へ
の
改
善
要
望
｟
一
番
望
む
こ
と
｠  

 

 

◎  

図 1-49 北区のシェアサイクルへの改善要望 

（区外来訪者・シェアサイクル利用者） 

 

《目的別》 

◎  

◎  

◎  

◎  

シェアサイクル非利用者  

 

 

《全目的》 

◎  

図 1-50 北区のシェアサイクルへの改善要望 

（区外来訪者・シェアサイクル非利用者） 

  



 

    

1-3 事業者ヒアリング調査 

（1）調査概要 

1）調査の目的 

本調査は、商店街及び自転車駐車場管理者を対象に、北区内の各地域における主に自転車駐

車に関する課題を把握すること、また、放置自転車撤去事業者を対象に、自転車放置の実態及

び放置自転車が多いエリアの現状を把握することを目的として実施しました。 

 

2）調査の対象 

区内の商店街及び自転車駐車場管理者、放置自転車撤去事業者を対象としました。 

 

3）調査の方法 

表 1-7 調査方法（事業者ヒアリング調査） 

対象 調査方法 回答方法 

①商店街 

②各自転車駐車場管理者 

商店街及び自転車駐車場管理者

に対してアンケート票を配布 

必要に応じて追加でヒアリング

を実施 

メール 

③放置自転車撤去事業者 対面でのヒアリング調査 同左 

④シェアサイクル事業者 対面でのヒアリング調査 同左 

 

4）調査期間 

①商店街、②自転車駐車場管理者 

2023 年 1 月 6 日（金）から 2023 年 1 月 26 日（木）の期間に実施しました。 

 

③放置自転車撤去事業者、④シェアサイクル事業者 

2023 年 1 月 27 日（金）に実施しました。 

 

5）配布・回収状況 

表 1-8 配布・回収状況（事業者ヒアリング調査） 

対象 対象数 回収票数・実施状況 

①商店街 

②各自転車駐車場管理者 

・商店街：8 団体 

・自転車駐車場管理者： 

4 団体（10 施設） 

アンケート調査の実施 

・商店街：7 団体 

・自転車駐車場管理者：6 施設 

③放置自転車撤去事業者 1 事業者 ヒアリングの実施：1 事業者 

④シェアサイクル事業者 1 事業者 ヒアリングの実施：1 事業者 

 



    

    

6）調査項目 

各事業者に対するアンケート調査・ヒアリング調査の項目を以下に記します。 

 商店街 

表 1-9 調査項目（商店街） 

項目 設問 

商店街の利用状況 商店街への来訪人数・主な来訪目的 

来訪者の交通手段・それぞれの割合 

新型コロナウイルス感染症の来訪者等への影響 

自転車利用環境について 商店街及び周辺の自転車駐車場の整備状況 

商店街内の自転車通行に関するルール・条件等 

来訪者の自転車利用に関する課題・要望 

 

 自転車駐車場管理者 

表 1-10 調査項目（自転車駐車場管理者） 

項目 設問 

自転車駐車場の現状 自転車駐車場の利用者数（曜日・時間別等）、 

定期利用・一時利用の比率 

新型コロナウイルス感染症の利用者への影響 

自転車駐車場の有人・無人調査 

自転車駐車場のラックや精算機器などの破損状況 

管理上の課題について 自転車駐車場の運営上の課題（周辺含む） 

自転車駐車場利用者からの要望等 

 

 放置自転車撤去事業者 

表 1-11 調査項目（放置自転車撤去事業者） 

項目 設問 

放置自転車の現状 放置自転車の多い具体的なエリア 

（上記エリアについて）時間帯別の傾向の違い 

（上記エリアについて）放置者の傾向 

撤去上の課題 放置自転車撤去作業時の課題 

その他 放置自転車の一括請負のメリット・デメリットに 

ついて 

 

  



 

    

 シェアサイクル事業者 

表 1-12 調査項目（シェアサイクル事業者） 

項目 設問 

近隣区での事業の現状 現在の北区周辺での設置・利用状況 

近隣区の事業範囲（板橋区・荒川区・足立区）に 

おける現状・課題点 

事業収支について 

北区での事業展開に関する意向 現在の利用状況 

今後の事業展開意向 

将来の予測について 

北区に求める支援等について 

 

（2）結果概要 

1）商店街への調査結果 

商店街での自転車利用者は、来訪者が多くなる週末や午後～夕方の時間帯に増加する傾向に

あります。 

商店街で管理する自転車駐車場の設置は少ないですが、多くの自転車が駐車されており、駐

車整理の負担も大きくなっています。 

歩行者天国実施中の自転車乗り入れや、自転車のスピードが速い等、自転車利用者のマナー

も課題です。 

新型コロナウイルス感染症の影響による来訪者への影響として、「自転車利用者が増えた」、

「短時間で買い物を済ませる人が増えた」と感じる商店街もあります。 

 

表 1-13 調査結果（商店街） 

 項 目 回   答 

① 商店街の利用

状況 

 商店街利用者の主な目的は買い物です。 

 来訪者数は、新型コロナウイルス感染症流行前と同じ水準に回復した

商店街がほとんどです。 

 また、「自転車利用者が増えた」や「短時間で買い物を済ませる人が増

えた」と感じる商店街もあります。 

② 商店街の自転

車利用環境 

 商店街組合管理の自転車駐車場を設置している商店街はごく一部です

る。 

 商店街の来訪者は、週末（金・土・日）や午後～夕方（14 時～17 時）

に多くなる傾向があり、これに伴い自転車利用者も増加する傾向にあ

ります。 

 商店街の自転車通行について、商店街で定めた協定に基づき自主的な

規制を実施している商店街もあります。 

 イベント開催時等、多くの来訪者が想定される際は駐車整理を実施す

る商店街が多い状況です。 



    

    

 項 目 回   答 

③ 来訪者の自転

車利用に関す

る課題 

 商店街で設置している自転車自転車駐車場が飽和状態にあります。 

 自転車駐車場の整理のための要員を雇用していますが、費用負担が大

きくなっています。 

 歩行者天国実施中に自転車で乗入れする人が多く、自転車利用者のマ

ナーが悪い状態です。 

 スピードを出す自転車や、前かごに荷物を積みふらついている自転車

がいて危険を感じます。 

 取り締まりが厳しい区域では、短時間の駐車でも撤去されることがあ

ります。 

 駐輪問題は鉄道駅利用者に依るところが大きく、鉄道駅側との連携が

必要だと感じています。 

 

2）自転車駐車場（管理者）への調査結果 

定期利用や平日は、通勤・通学目的の利用が多く、近年は子乗せ自転車の駐車も増加してい

ます。 

自転車駐車場の周辺にも放置自転車があり、回収が課題となっています。 

歩道上の自転車駐車場が満車の際に、周辺への放置自転車が散見されます。 

自転車の大型化により、自転車の駐車スペースに影響しているため、車種別駐車スペースの

確保等が望まれています。 

新型コロナウイルス感染症の影響による利用者への影響として、定期利用・一時利用ともに

減少した自転車駐車場もあります。 

 

表 1-14 調査結果（自転車駐車場管理者） 

 項 目 回   答 

① 自転車駐車場

の利用状況 

 自転車駐車場の定期利用や平日は、通勤・通学目的の利用が多く、近年

は子乗せ自転車の駐車も増加しています。 

 自転車駐車場の一時利用や週末は、家族連れ、中学生のグループ利用等

が多く、買い物や施設利用者は短時間 2 時間以内の無料枠）での利用

も多い傾向です。 

 新型コロナウイルス感染症による利用者への影響としては、定期利用・

一時利用ともに減少した自転車駐車場もあります。 

② 自転車駐車場

の管理・運営

上の課題 

 自転車駐車場の周辺にも放置自転車が多く、散見されており、回収が課

題となっています。 

 歩道上の自転車駐車場が満車の際に、周辺への放置駐車が散見される

ため、空いている民間自転車駐車場への誘導を実施してほしいです。 

 自転車の大型化により、ラックに入りきらず収容台数に影響していま

す。そのため、車種別に駐車スペースを設ける等の再考が望まれます。 

 



 

    

3）放置自転車撤去事業者への調査結果 

放置自転車は王子駅や赤羽駅周辺、商店街で特に多く、時間帯では買い物客の多い午後に多

くなる傾向にあります。 

特に、買い物利用者は短時間の放置であることが多い状況です。 

区民からは、商業施設近辺に自転車駐車場が無いことへの不満や、自転車駐車場設置を求め

る声が多く聞かれます。 

 

表 1-15 調査結果（放置自転車撤去事業者） 

 項 目 回   答 

① 放置自転車の

現況 

【放置自転車の多いエリア・傾向について】 

 王子駅東側、赤羽駅東側、赤羽スズラン通り、十条駅周辺等で特に放置

自転車が多い状況です。 

 放置自転車は商業施設の営業時間中（特に買い物客が多い午後）に多く

なる傾向にあります。 

 自転車放置者は 40 代～60 代が多く、土日は学生も増える傾向にあり

ます。自転車放置者のうち区外在住の方は 3 割程度となっています。 

 商店街の駐輪は 30 分～1 時間程度の短時間利用者が多い傾向にあり

ます。 

【放置自転車の改善について】 

 赤羽西自転車駐車場の整備は放置自転車の改善に効果があったと感じ

ています。 

 店頭に自転車駐車場（駐車ラック）を設置したことで短時間利用ニーズ

に対応した事例もあります。 

② 撤去上の課題  自転車放置者からは「ほんの少し置いただけ」等、短時間の駐車であっ

たことを伝えられることが多い状況です。 

 撤去ルールが区で異なる（私道に放置している自転車の撤去有無等）た

め、苦情が入ることも多い状況です。 

 放置自転車禁止区域の看板の前に駐車する等、放置者の意識の欠落も

課題だと考えています。警告看板の表示にキャッチフレーズを含める

等工夫があっても良いと思います。 

③ その他 【放置自転車の一括請負について】 

 放置自転車対応は、撤去・移送・保管・返還・（廃棄）・問い合わせと一

連の業務であり、一括請負とすることで従業員の研修が一連で実施で

きる等のメリットがあります。 

【その他】 

 区民からは商業施設周辺に自転車駐車場が無いことへの不満や自転車

駐車場設置を求める声が多く聞かれます。特に、シニアの方からは目的

地から自転車駐車場までが遠いという声が多く聞かれます。 

  



    

    

4）シェアサイクル事業者への調査結果 

北区内のシェアサイクルポートは稼働率が高く、需要があります。シェアサイクルポートが

増えれば日常生活の中でポートを目にする機会が増え、シェアサイクルの認知度が高まると考

えられます。 

表 1-16 調査結果（シェアサイクル事業者） 

 項 目 回   答 

① シェアサイク

ル事業の現状 

【北区内での現状について】 

 区内のポート数は 25 箇所、利用回数は月あたり約 10,000 回となっ

ています（2022 年 12 月時点）。 

 23 区全体で事業展開を考えており、ポート設置数の目安は 10 箇所

/km2として設定して、展開を進めています。 

※10 箇所/km2に北区の面積 20.59km2を乗算すると 200 箇所 

 新型コロナウイルス感染症の影響によりリモートワークが増え、自転

車駐車場の定期利用枠が余っていることから、通勤での定期利用が回

復するまでシェアサイクルの枠として利用することも考えられます。 

 シェアサイクル需要に対応するためには駅前のポート数と周辺のポー

ト数が同割合であることが望ましいと考えています。 

【近隣区での事業の現状について】 

 他区において公有地へのポート設置は基本的に自治体が主体となって

います（事業者から設置場所を提案することは可能）。公有地が無い場

合は民有地開拓を進めています。 

 近隣区の事業収支について、需要の高いポートは採算が取れているた

め、全体として収支が釣り合っている状況です。今後も公有地、民有地

含めた拡大に向け投資を続ける状況です。 

② 北区での事業

展開に関する

意向 

 北区内のポートは稼働率が高く、需要があるため、今後も展開を進めて

いきたいと思います。 

 シェアサイクル利用者の地域間の移動も多く、区内及び地域間の移動

利便性向上のためにも展開していくことが必要と考えています。 

 他区では、自治体所有の公有地（区役所、図書館、体育館、公園など）

へのポート設置の支援や、区役所勤務の方へのシェアサイクル利用促

進を進めているところがあり、北区でも検討してほしいと思います。 

③ その他  ポートが増えれば日常生活の中でポートを目にする機会が増えるた

め、結果的にシェアサイクルの認知度が高まると考えています。（他の自

治体のアンケート結果より、利用していない人でも認知度が高い事例もあります。） 

 自転車保有は自転車駐車場代がかかること、シェアサイクルは電動ア

シスト付き自転車であり、片道利用ができること等、シェアサイクルの

メリットに気づいてもらえると利用が拡大すると考えています。また、

自転車の保有台数が減る事例もあります。 
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 検討会設置要綱等  

2-1 北区自転車活用推進計画策定検討会設置要綱 

4 北土土第 4376 号 

令和 4 年 9 月 13 日区長決裁 

 

（設置） 

第１条 自転車活用推進法（平成２８年法律第１１３号）第１１条の規定に基づく、北区自転車活用推進

計画（以下「計画」という。）の策定に必要な事項について検討するため、北区自転車活用推進計

画策定検討会（以下「検討会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 検討会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）計画の策定に関する事項 

（２）その他計画の策定に必要な事項 

 

（委員の構成） 

第３条 検討会は、２０人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから区長が委嘱し、又は任命す

る委員をもって構成する。 

（１）学識経験者 

（２）区民を代表する者 

（３）地域関係団体を代表する者又は当該団体が指名する者 

（４）交通管理者 

（５）道路管理者 

（６）その他区長が必要と認める者 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画の策定日までとする。 

 

（検討会の運営） 

第５条 検討会に会長を置き、会長は学識経験者をもって充てる。 

２ 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。 

３ 検討会は、会長が招集する。 

４ 検討会に副会長を置き、会長が指名する者をもって充てる。 

５ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

６ 検討会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

 

 



 

    

 

７ 検討会の議決を要する事項は、出席委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、会長が決

するところによる。 

８ やむを得ない理由のために検討会に出席できない委員（第 3 条第 1 号に掲げる者を除く。）は、

同一の団体又は機関に属する者を代理人として出席させ、当該者に合議及び表決の権限を委

任することができる。 

９ 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して出席を求め、説明又は意見を聴くこ

とができる。 

 

 （検討会の運営の特例） 

第６条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により検討会の招集が困難であると会長が認

めた場合は、書面により委員の賛否を求め、その結果をもって検討会の議決に代えることができ

る。 

 

（庶務） 

第７条 検討会の庶務は、土木部交通事業担当課長が行う。 

 

（その他）  

第８条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。  

  

付 則  

（施行期日） 

１ この要綱は、令和 4 年 9 月 13 日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、計画の策定の日限り、その効力を失う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

    

2-2 北区自転車活用推進計画策定検討会委員名簿 

 

表 2-1 北区自転車活用推進計画策定検討会委員名簿（令和 4 年 10 月 20 日現在） 

区分 役職 

学識経験者 

（会長） 
東海大学 建築都市学部 土木工学科 准教授 鈴木 美緒 

区民 滝野川交通安全協会 会長 

王子交通安全協会 会長 

赤羽交通安全協会 会長 

地域団体 北区町会自治会連合会 会長 

一般社団法人 東京北区観光協会 会長 

北区商店街連合会 青年部 部長 

交通管理者 警視庁 滝野川警察署 交通課長 

警視庁 王子警察署 交通課長 

警視庁 赤羽警察署 交通課長 

道路管理者 国土交通省 東京国道事務所 交通対策課長 

東京都 建設局 第六建設事務所 管理課長 

北区 土木部 土木管理課長 

区職員 北区 土木部長 

北区 政策経営部 企画課長 

北区 地域振興部副参事（観光振興担当） 

北区 地域振興部 産業振興課長 

北区 健康部参事（健康推進課長事務取扱） 

北区 まちづくり部 都市計画課長 

北区 土木部 土木政策課長 

事務局 北区 土木部 交通事業担当課長 

北区 土木部 副参事（事業調整担当） 
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