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　京阪神都市圏は、京都市・大阪市・神戸市、堺市の大都市や大
津市・姫路市・奈良市・和歌山市等の中核都市が共存する多核
型の都市圏です。このような特徴的な構造を持つ都市圏の活
性化に資する総合都市交通体系を確立するためには、広範囲な
地域間の連携が不可欠です。

　このため、京阪神都市圏交通計画協議会では、人の動きに着
目した交通実態調査（パーソントリップ調査）を昭和45年
（1970年）に初めて実施し、その後10年ごとに調査を行い、
都市交通政策の検討に活用してきました。

　平成22年（2010年）には「第５回近畿圏パーソントリップ調
査（交通実態調査）」を実施し、奈良県では、約３万世帯・約６万
人の方からご回答（調査票の返送）をいただきました。
　大変多くの方々にご協力いただき、誠にありがとうございま
した。

　このパンフレットは、第５回近畿圏パーソントリップ調査結果を、
奈良県が取りまとめたものです。
　皆様が交通についてお考えになる際に、少しでもお役にたて
れば幸いです。
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1 パーソントリップ調査の概要

パーソントリップ調査とは
　パーソントリップ調査（パーソン
＝人、トリップ＝動き）とは、「どのよ
うな人」が「いつ」「どこから」「どこ
まで」「どのような目的で」「どのよ
うな交通手段を利用して」動いた
のかについて調査し、人の１日の動
きのすべてをとらえるものです。
　人の動き（地域別や交通手段別
などの交通実態）を総合的に把握
する唯一の調査であり、交通計画、
道路計画、防災計画などの検討の
ための基礎資料として活用されて
います。

調査結果に関する留意事項

●この調査は、全数調査ではなく、
近畿圏居住者から無作為に対象
者を抽出したサンプル調査です。
そのためこの資料で示す数値に
ついては、実際の観測値ではな
く、個人属性等をもとに補正、拡
大した推計値です。

第５回近畿圏パーソントリップ調査
では、近畿全域（２府４県）を調査対
象圏域としています。
なお、過年度調査結果と比較すると
きは、第３回調査圏域を対象に集計
しています。
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調査圏域について

●本調査では物の動きにかかわる
貨物車や営業用車（営業貨物車、
タクシーなど）の運行に関する交
通は調査の対象外としています。
●各図表の合計値や伸び、構成比
の値は四捨五入のため、内訳数
値から算出される値と一致しな
い場合があります。

※休日調査は第4回から実施しています。

その他、ご覧いただく上での注意事項

自宅
会社

スーパー

取引先

出勤
業務

業務自由

帰宅

AM7：42

PM8：29

PM8：13

PM7：40

PM6：57

AM8：36

PM4：01

PM1：08

PM3：32

PM1：24

用語の説明

■１つのトリップ及び代表交通手段の例

■人の１日の動きの例

自宅

会社
駅

駅

徒歩手段 徒　歩バ　ス 鉄　　　　道

出　　　　　勤目的
1つのトリップ

このトリップの代表交通手段は鉄道

ト リ ッ プ

トリップエンド

生 成 量

生成原単位

発生集中量

トリップ目的

代表交通手段

人がある目的をもってある地点からある地点へ移動する単位で、移

動の目的が変わるごとに１つのトリップと数えます。

１人１人の動きを「トリップ」というのに対し、１つのトリップの出発側

と到着側をそれぞれ「トリップエンド」といいます。

ある地域内に出発地または到着地を持つ人の移動の合計で、「ト

リップエンド」を集計したものです。

出勤・登校・自由・業務・帰宅に分けられます。自由は買い物、食事、

レクリエーションなどの生活関連のトリップであり、業務は打合せ・

会議、販売・配達、作業、農作業など仕事上のトリップです。

移動の際に利用する交通手段には、鉄道、バス、自動車、自動二輪

車・原付、自転車、徒歩、その他（飛行機や船など）があります。

１つのトリップの中でいくつかの交通手段を用いている場合は、

鉄道→バス→自動車→自動二輪車・原付→自転車→徒歩の順

に、最も優先順位の高いものを代表交通手段（主な交通手段）と

しています。

ある地域に住んでいる人が行う１日のすべてのトリップ数です。

ある地域に住んでいる人が行う１日1人あたりの平均トリップ数です。

■第5回調査の特徴
● 調査県域の拡大
● 平日調査と休日調査の同時実施
● 郵便番号ゾーンを最小ゾーンに設定
● 移動困難者やモビリティ・マネジメントに関する項目を設定
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2 奈良県の人の動き

1. 平日の総トリップ数と
　 1日1人あたりトリップ数の推移
●平日の発生集中量は、平成12年
から平成22年にかけて減少して
います。

●休日の発生集中量は、平成12年
から平成22年にかけて減少して
います。

●奈良県を出発地あるいは到着地
とするトリップのうち4分の3程
度が出発地、到着地ともに奈良
県内となっています。

●休日の生成原単位、外出率は平
成12年から減少しており、いず
れも平日よりも大きく減少してい
ます。
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●奈良県を出発地あるいは到着地
とするトリップのうち4分の3程
度が出発地、到着地ともに奈良県
内となっています。

図1 平日の発生集中量の推移（平成2年～平成22年）

●奈良県に居住する人の平日１日あ
たりのトリップ数（生成原単位）、
外出率は平成２年から減少傾向
が続いています。

単位：千トリップエンド/日（〈　〉内は単位なし）

図2  平日の奈良県全体の人の動き（平成12年～平成22年）

5,484
5,727〈1.04〉

5,326〈0.93〉

資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査
（第３回調査圏域内の集計）

図3 平日の生成原単位の推移
（平成2年～平成22年）

単位：トリップ/人日

2.59
2.47

2.25

資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査
（第３回調査圏域内の集計）

図4 平日の外出率の推移
（平成2年～平成22年）

単位：％

81.2 80.8 78.8

奈良県圏域 奈良県圏域

奈良県圏域内々、
内外、外内トリップ数

奈良県圏域内々

奈良県⇔奈良県圏域外

凡例 平成22年
 平成12年

3,050千トリップ/日（100.0％）
3,254千トリップ/日（100.0％）

2,276千トリップ/日（74.6％）

2,473千トリップ/日（76.0％）

774千トリップ/日（25.4％）

780千トリップ/日（24.0％）

〈　〉は前10年に対する伸び
資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第３回調査圏域内の集計）

（　）内は全トリップ数に対する構成比
資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第３回調査圏域内の集計）

図5 休日の発生集中量の推移（平成12年～平成22年）

単位：千トリップエンド/日（〈　〉内は単位なし）

図6 休日の奈良県全体の人の動き（平成12年～平成22年）

凡例 平成22年
 平成12年

2,380千トリップ/日（100.0％）
2,688千トリップ/日（100.0％）

4,740
4,141
〈0.87〉

資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査
（第３回調査圏域内の集計）

図7 休日の生成原単位の推移
（平成12年～平成22年）

単位：トリップ/人日
1.91

1.64

資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査
（第３回調査圏域内の集計）

図8 休日の外出率の推移
（平成12年～平成22年）

単位：％

65.2
57.2

奈良県圏域内々、
内外、外内トリップ数

奈良県圏域内々

奈良県⇔奈良県圏域外

1,791千トリップ/日（75.3％）

2,053千トリップ/日（76.4％）

589千トリップ/日（24.7％）

635千トリップ/日（23.6％）

〈　〉は前10年に対する伸び
資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第３回調査圏域内の集計）

（　）内は全トリップ数に対する構成比
資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第３回調査圏域内の集計）

2. 休日の総トリップ数と
　 1日1人あたりトリップ数の推移
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●休日トリップの目的構成をみる
と、平成12年から平成22年にか
けて大きな変化はみられません。
●平日トリップの目的構成と比較す
ると、休日では出勤・登校・業務目
的が少なく、自由目的が大半をし
めていることがわかります。

●休日トリップの代表交通手段構成
をみると、平成12年から平成22
年にかけて大きな変化はみられ
ません。
●平日トリップの代表交通手段構成
と比較すると、休日では鉄道の割
合が低く、自動車の割合が高く
なっています。

5. 休日トリップの目的構成の推移

6. 休日トリップの
　 代表交通手段構成の推移

2. 奈良県の人の動き

●平日トリップの目的構成をみる
と、平成２年から平成22年にか
けて自由目的の割合が増加して
います。

●平日トリップの代表交通手段構成
をみると、平成2年から平成22
年にかけて、自動車の割合が増加
しており、平成22年では約5割
となっています。

資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第３回調査圏域内の集計）資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第３回調査圏域内の集計）

図11 休日トリップの目的構成比の推移（平成2年～平成22年）

凡　例 出　勤 登　校 自　由 業　務 帰　宅 不　明

 （3.7）  （51.5） （2.9） （41.3）
 174  2,440 135 1,956

（0.7）
35

資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第３回調査圏域内の集計）

図12 休日トリップの代表交通手段構成比の推移（平成12年～平成22年）

凡　例 鉄　道 バ　ス 自動車 自動二輪・原付 自転車 徒　歩 その他 不　明

図9 平日トリップの目的構成比の推移（平成2年～平成22年）

資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第３回調査圏域内の集計）

図10 平日トリップの代表交通手段構成比の推移（平成2年～平成22年）

凡　例 合計

単位：千トリップエンド/日
（　）内は構成比：％

平成2年 5,484
（100）

5,727
（100）

5,326
（100）

5,484
（100）

5,727
（100）

5,326
（100）

平成12年

平成22年

平成2年

平成12年

平成22年

 （12.4） （9.9） （22.8） （11.5） （43.3）
 683 545 1,249 630 2,377

 （13.3） （7.9） （27.4） （9.4） （42.1）

 （12.9） （7.0） （30.0）    （8.3） （41.9） 

 761 452 1,568 536 2,410

 685 370 1,598    440 2,232 

凡　例

 （17.5） （3.2） （33.2） （5.8） （12.9） （27.2） （0.1）

 （15.5） （2.4） （43.9） （4.2） （11.5） （22.3） （0.1）

 （15.9） （2.0） 　（47.3） 　　　（3.6） （10.9） 　（19.7） （0.2） 

 961 175 1,822 321 706 1,493 7

 890 139 2,513 241 661 1,279 5

 849 109 　2,522 　　　　      191   582 　　 1,051　 11 

3.平日トリップの目的構成の推移

4. 平日トリップの
　 代表交通手段構成の推移

出　勤 登　校 自　由 業　務 帰　宅 不　明

鉄　道 バ　ス 自動車 自動二輪・原付 自転車 徒　歩 その他 不　明 合計

平成12年

平成22年

平成12年

平成22年

合計

合計

4,740
（100）

4,141
（100）

4,740
（100）

4,141
（100）

 （3.7）  （50.3）            （4.1）           （40.9） 
 153  2,083           172          1,694 

（0.9）
39

 （9.4） （1.4） （62.1） （3.3） （9.6） （14.4）
 444 64 2,942 155 454 680

（9.5）（1.7） 　　　  　　　　 （63.0）　　　　　　　    （2.6）（8.8）   （13.9） 
392 　69 　　　　　　　　 2,609　　　　　　   　 109   366      577 

単位：千トリップエンド/日
（　）内は構成比：％

単位：千トリップエンド/日
（　）内は構成比：％

単位：千トリップエンド/日
（　）内は構成比：％

12
（0.2）

（0.3）
13

（0.1）
6
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3 地域の人の動き

9 10

1. 平日の地域別のトリップ数
●奈良県の平日の発生集中量の分
布は、奈良県北部と奈良県中部に
集中しています。
●市町村別では奈良市の発生集中
量が全体の約30％を占めてい
ます。

2. 休日の地域別のトリップ数
●休日の発生集中量は、ほぼすべて
の地域で平日より少なくなってい
ます。
●発生集中量の分布は平日同様、奈
良県北部と奈良県中部に集中し
ています。
●平日同様、奈良市の発生集中量が
全体の約30％を占めています。

発生集中量
（千トリップエンド/日）

100未満

100～200

200～400

400～600

600以上

発生集中量
（千トリップエンド/日）

100未満

100～200

200～400

400～600

600以上

資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第５回調査圏域内の集計）

図13 平日の市町村別発生集中量（平成22年）

資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第５回調査圏域内の集計）

図14 休日の市町村別発生集中量（平成22年）
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第5回近畿圏パーソントリップ調査におけるゾーニング
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3. 平日の発生・集中量の目的構成
●中ゾーン別の発生量、集中量の目
的構成をみると、大半の地域で出
勤目的の発生量が集中量を上
回っており（帰宅目的の集中量が
発生量を上回っており）、ベッドタ
ウン的な地域であることがわかり
ます。

4. 休日の発生・集中量の目的構成
●休日の発生量、集中量の目的構
成をみると、天理市・大和郡山市、
橿原市他、吉野町他、上北山村
他、曽爾村・御杖村では自由目的
（買物、食事、観光など）の集中量
が発生量を上回っており、自由目
的のトリップが流入する地域で
あることがわかります。

資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第５回調査圏域内の集計）

図15 平日の中ゾーン別発生・集中量の目的構成（平成22年）
資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第５回調査圏域内の集計）

図16 休日の中ゾーン別発生・集中量の目的構成（平成22年）

出　勤 登　校 自　由 業　務 帰　宅 不　明凡　例

発生

集中

発生

集中

発生

集中

発生

集中

発生

集中

発生

集中

発生

集中

発生

集中

発生

集中

発生

集中

発生

集中

奈良市 他

天理市・大和郡山市

香芝市 他

大和高田市 他

橿原市 他

桜井市・宇陀市

吉野町 他

上北山村 他

曽爾村・御杖村

五條市

野迫川村・十津川村

出　勤 登　校 自　由 業　務 帰　宅 不　明凡　例

発生

集中
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集中

発生

集中

発生

集中

発生

集中

発生

集中

発生

集中

発生

集中

発生

集中

発生

集中

発生

集中

奈良市 他

天理市・大和郡山市

香芝市 他

大和高田市 他
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桜井市・宇陀市

吉野町 他

上北山村 他

曽爾村・御杖村
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野迫川村・十津川村
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 （14.8） （7.1） （30.7）     （7.8） （39.7） （0.0）

 （10.7） （7.3） （31.8）     （7.7） （42.5） （0.0）

 （14.1） （7.2） （27.1）   （9.1） （42.5） （0.0）

 （14.7）  （6.8） （28.0）    （9.3） （41.3） （0.0）

 （15.4）  （7.9）   （31.5）      （7.7） （37.5） （0.0）

 （7.8） （6.7）    （30.3）     （6.8） （48.3） （0.0）

 （16.2） （7.3） （29.5）     （9.5） （37.5） （0.0）

 （12.0） （5.1）    （26.9）      （8.9） （47.1） （0.0）

 （14.2）  （6.7）    （29.1）     （9.2） （40.8） （0.0）

 （11.6） （5.5）   （31.0）     （9.2） （42.8） （0.0）

 （15.5） （6.9）    （28.6）     （10.3） （38.7） （0.0）

 （9.9） （5.8） （28.3） （9.7） （46.3） （0.0）

 （14.0） （4.8） （31.8）      （13.9） （35.5） （0.0）

 （11.5） （2.8） （26.6） （13.8） （45.3） （0.0）

 （15.3） （4.6） （27.8）   （11.2） （41.1） （0.0）

 （15.5） （3.2） （27.5） （11.7） （42.1） （0.0）

 （17.1） （5.8） （28.1）   （12.1） （36.9） （0.0）

 （10.4） （5.0） （29.8）    （10.9） （44.0） （0.0）

 （14.7） （6.6） （24.7）     （14.4） （39.6） （0.0）

 （13.9） （6.5） （22.7） （14.7） （42.2） （0.0）

 （12.3） （6.4） （24.1） （19.4） （37.8） （0.0）

 （13.2） （7.0） （22.2） （20.8） （36.9） （0.0）

 150 72 312     79 402 0.1
       （51.3）            （3.6）            （40.2）     （0.0）
      404            29            317      0.031
（4.0）
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       76            8           81      0.0
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 62  29    126     40 177 0.0

 50  24   135     40 186 0.0

 28 12 　51    18 69 0.0
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曽爾村・御杖村
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 中ゾーン 含まれる市町村
第5回近畿圏パーソントリップ調査におけるゾーニング

合計

単位：千トリップエンド/日
（　）内は構成比：％

合計

単位：千トリップエンド/日
（　）内は構成比：％
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0.7
（2.8）

0.6
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5. 平日の地域間流動
●平日の地域間流動をみると、大
ゾーン内々のトリップが大部分を
占めています。
●大ゾーン内々以外の流動では、奈
良県北部から奈良県外へのトリッ
プが多くなっています。

6. 休日の地域間流動
●休日でも平日同様、大ゾーン内々
のトリップが大部分を占めていま
す。
●平日の地域間流動と比較すると、
全体的にトリップ数が少なくなっ
ています。

資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第５回調査圏域内の集計）

図17 平日の大ゾーン間流動（平成22年）
資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第５回調査圏域内の集計）

図18 休日の大ゾーン間流動（平成22年）
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第5回近畿圏パーソントリップ調査におけるゾーニング
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4 目的からみた人の動き

●自由目的では、平成12年から平
成22年にかけて、自動車の割合
が増加しています。

15 16

凡　例

平成2年

平成12年

平成22年

平成2年

平成12年

平成22年

平成2年

平成12年

平成22年

平成2年

平成12年

平成22年

資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第３回調査圏域内の集計）

図19 出勤目的における代表交通手段構成比の推移（平成2年～平成22年）

鉄　道 バ　ス 自動車 自動二輪・原付 自転車 徒　歩 その他 不　明

 （29.7） （1.8） （49.0） （5.7）
 226 14 373 43

 （29.5） （1.4） （50.2）        （5.0） （8.6）（5.0）
 202 10 344        34    59    34  

 （27.0） （3.5）  （9.4） （56.3）
 147 19    52 307

 （26.6） （3.2）  （10.4） （53.8）
 120 14   47 243

 （29.9）     （2.8）     （11.1） （48.9）

 （8.6）  （33.5） （6.6） （18.6） （28.5）
 108  418 83 232 356

 （7.0）  （48.5） （4.2） （14.8） （22.8）
 109  760 65 232 358 

 （7.3） （2.5）   （53.5）                       （2.9）（11.8）       （21.6） 
 116 40   856         46     188           345

●登校目的では、平成12年から平
成22年にかけて徒歩の割合が
減少し、鉄道の割合が増加して
います。

凡　例

資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第３回調査圏域内の集計）

図20 登校目的における代表交通手段構成比の推移（平成2年～平成22年）

鉄　道 バ　ス 自動車 自動二輪・原付 自転車 徒　歩 その他 不　明

●業務目的では、平成12年から平
成22年にかけて、自動車の割合
が減少し、鉄道の割合が増加して
います。

凡　例

資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第３回調査圏域内の集計）

図21 自由目的における代表交通手段構成比の推移（平成2年～平成22年）

鉄　道 バ　ス 自動車 自動二輪・原付 自転車 徒　歩 その他 不　明

凡　例

資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第３回調査圏域内の集計）

図22 業務目的における代表交通手段構成比の推移（平成2年～平成22年）

鉄　道 バ　ス 自動車 自動二輪・原付 自転車 徒　歩 その他 不　明
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1. 目的別の代表交通手段
 構成の推移（平日）
●奈良県の代表交通手段構成を目
的別にみると、出勤目的の約5割
が自動車を利用しています。
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5 交通手段からみた人の動き

1.市町村別の鉄道端末手段構成 2.自転車利用トリップの推移
●鉄道駅へ行くため、あるいは鉄
道駅から降りてからの交通手段
（鉄道端末手段）の構成を市町村
別にみると、橿原市、生駒市、三
郷町では徒歩の割合が6割を超
えています。
●斑鳩町、安堵町、三宅町、田原本
町では自転車の割合が高くなっ
ています。

※十津川村、下北山村については該当サンプ
ルがないため、グラフの作図は割愛していま
す。

●自転車トリップの推移を男女別に
みると、平成12年から平成22年
にかけて、女性の自転車利用が大
きく減少し、男性は微増していま
す。

17 18

凡　例
単位：％ 単位：千トリップエンド/日

バ　ス 自動車 自動二輪・原付 自転車 徒　歩 その他 不　明

●男性の自転車分担率を年齢階層
別にみると、平成12年から平成
22年にかけて、20～40歳代の
自転車の分担率が増加していま
す。

●女性の自転車分担率を年齢階層
別にみると、平成12年から平成
22年にかけて、20歳代以上に
おいて、自転車の分担率が大きく
減少しています。

資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第5回調査圏域内の集計）

図23 市町村別の鉄道端末手段構成比（平成22年）

平成2年 平成12年 平成22年

図24 男女別にみた自転車（代表交通手段）の発生集中量の推移（平成2年～平成22年）
資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第３回調査圏域内の集計）
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資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第３回調査圏域内の集計）

平成2年 平成12年 平成22年

図25 年齢階層別にみた自転車（代表交通手段）分担率の推移（平成2年～平成22年）

単位：％

5
〜
9
歳

10
〜
14
歳

15
〜
19
歳

20
〜
24
歳

25
〜
29
歳

30
〜
34
歳

35
〜
39
歳

40
〜
44
歳

45
〜
49
歳

50
〜
54
歳

55
〜
59
歳

60
〜
64
歳

65
〜
69
歳

70
〜
74
歳

75
歳
以
上

5
〜
9
歳

10
〜
14
歳

15
〜
19
歳

20
〜
24
歳

25
〜
29
歳

30
〜
34
歳

35
〜
39
歳

40
〜
44
歳

45
〜
49
歳

50
〜
54
歳

55
〜
59
歳

60
〜
64
歳

65
〜
69
歳

70
〜
74
歳

75
歳
以
上

 17.6       5.1   7.7          59.7                  0.3  7.7

 5.1  2.2 26.8 53.5   11.8

 9.4  6.7   4.0 21.6   49.0       0.3  9.0

 5.9 11.4 2.2 29.5 40.0           0.4  10.6

3.2  5.7 2.3 15.5 63.8         9.5

 15.0 3.0 16.0 53.6 10.8

 14.7 28.9 7.6 19.3 19.5 10.0

 4.4          23.8         5.5 17.2 34.7 14.4

 13.3    9.1  2.5   4.6 61.4          0.2   9.0

 4.4  8.7 3.9     16.6            57.5             0.8   8.1

  8.5  3.2      19.7            59.1       8.9

 14.8 29.7             7.4  3.4           38.4                5.9

5.4        20.2        6.5  4.4                         54.8                             8.6

 21.1                                 57.2                                 17.4    4.3

 10.5   7.3   6.7                                67.9                                  5.6

8.2     7.0  5.5              30.2                                42.5              0.4 6.1

3.2 6.2   11.3                         49.3                            22.2           7.8

18.5          9.9    6.7     14.1                  35.8                 4.3  10.7

8.9   3.1              37.4                                     43.4                    7.2

 5.0 2.3 32.1                             46.4                     12.5

29.0                                           71.0

100.0

 5.1         21.3        6.4     15.8                    34.6                   16.8

31.2                 18.6         10.6          22.3             14.6  2.7

 4.8  11.8  3.3  7.9                           58.2                                14.0

8.3  5.2  3.3 6.5                             63.6                                 13.2

16.8        12.1     6.8          24.5                        32.1              7.6

22.5         5.3 2.7 11.3                         51.7                         6.5

10.1            26.0      0.6 7.3          23.2          7.1           25.6

 13.1      6.4                     49.0                                   30.5

46.2                          14.9    4.0       21.0          11.1

66.1                                14.8          19.1

82.6                                       8.7    8.7

 100.0

 100.0

 100.0

 21.7                      42.1                     8.9 27.2

1.0

男　　性

平成2年 平成12年 平成22年
単位：％

女　　性

分
担
率

分
担
率

0.6

1.6

0.7

0.4

0.1

2.1

1.7

2.9

1.7



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

6 高齢者及び若者の動き

1. 年齢階層別の夜間人口の推移
●平成２年から平成２２年にかけて
奈良県の夜間人口の推移をみる
と、少子高齢化が進展しているこ
とがわかります。
●平成22年では概ね4人に1人が
高齢者となっています。

19 20
図26 性別・年齢階層別にみた夜間人口の推移（平成2年～平成22年）

図27 年齢階層別にみた平日の外出率の推移（平成2年～平成22年）

平成2年

平成12年

平成22年

男　　性 女　　性 ●年齢階層別の平日の外出率をみ
ると、平成2年から平成22年にか
けて20～40歳代において減少
しています。
●一方で、60歳以上では外出率が
増加しています。

●年齢階層別の休日の外出率をみ
ると、平成12年から平成22年に
かけてほとんどの年代で減少し
ています。
●一方で、70歳以上では外出率が
増加しています。

2. 年齢階層別の外出率の推移

単位：人

単位：%

図28 年齢階層別にみた休日の外出率の推移（平成12年～平成22年）
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資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第３回調査圏域内の集計）

資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査版（第３回調査圏域内の集計）
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3. 年齢階層別の免許保有率の推移
●性別・年齢階層別の免許保有率
を見ると、全体的に増加傾向にあ
り、男性では50歳以上、女性で
は30歳以上で大きく増加して
います。

21 22

図30 年齢階層別にみた平日の生成原単位の推移（平成2年～平成22年）

図31 年齢階層別にみた休日の生成原単位の推移（平成12年～平成22年）

●平日の年齢階層別生成原単位を
みると、10～50歳代で減少して
います。
●一方で、60歳以上は増加してい
ます。

●休日の年齢階層別生成原単位を
みると、55歳未満では減少して
おり、特に20歳代～30歳代で
の減少が大きくなっています。

4. 年齢階層別の生成原単位の推移

図29 性別・年齢階層別にみた免許保有率の推移（平成2年～平成22年）
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資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第３回調査圏域内の集計）

資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第３回調査圏域内の集計）

資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第３回調査圏域内の集計）
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5. 年齢階層別の代表交通手段構成の推移
●平日の性別・年齢階層別の代表
交通手段の推移をみると、男女
共、いずれの年齢でも徒歩の割
合が減少しています。

●自動車の割合は、男性の15～
64歳を除き、増加しています。
●鉄道の割合は、男女共65歳以上
において減少傾向となっていま
す。

23 24
図32 性別・年齢階層別にみた平日の代表交通手段構成の推移（平成2年～平成22年） 図33 性別・年齢階層別にみた休日の代表交通手段構成の推移（平成12年～平成22年）

凡　例 鉄　 道 バ　 ス 自動車 自動二輪・原付 自転車 徒　 歩 その他 不　 明
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6. 高齢者及び若者の動き

資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第３回調査圏域内の集計） 資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第３回調査圏域内の集計）

●休日の性別・年齢階層別の代表
交通手段の推移をみると、平日同
様に男性の15～64歳を除き自
動車の割合が増加しています。
●また、男性の65歳以上では鉄道
の割合が減少しています。
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平成 2 年

平成12年

平成22年

平成 2 年

平成12年

平成22年

平成 2 年

平成12年

平成22年

平成 2 年

平成12年

平成22年

平成 2 年

平成12年

平成22年

5～14歳

15～64歳

65～74歳

75歳以上

年齢計

女
　
　
性

226
（100）

183
（100）

156
（100）

1,210
（100）

1,268
（100）

1,035
（100）

72
（100）

104
（100）

175
（100）

28
（100）

42
（100）

80
（100）

1,536
（100）

1,596
（100）

1,445
（100）

凡　例 鉄　 道 バ　 ス 自動車 自動二輪・原付 自転車 徒　 歩 その他 不　 明

平成12年

平成22年

5～14歳

15～64歳

65～74歳

75歳以上

年齢計

男
　
　
性

平成12年

平成22年

平成12年

平成22年

平成12年

平成22年

平成12年

平成22年

凡　例 鉄　 道 バ　 ス 自動車 自動二輪・原付 自転車 徒　 歩 その他 不　 明

平成12年

平成22年

5～14歳

15～64歳

65～74歳

75歳以上

年齢計

女
　
　
性

平成12年

平成22年

平成12年

平成22年

平成12年

平成22年

平成12年

平成22年

合計

単位：千トリップエンド/日
（　）内は構成比：％

合計

単位：千トリップエンド/日
（　）内は構成比：％

合計

単位：千トリップエンド/日
（　）内は構成比：％

合計

単位：千トリップエンド/日
（　）内は構成比：％

 （4.1）（4.9）（6.1）       （16.6）                                                 （68.0）                                    （0.1） 
 10 12 15  39                                    163                             0.1

 （3.3） （3.3） （12.9） （14.9） （65.5）
 6 6 25 28 125

 （4.6） （4.2） （17.6） （0.1） （12.6） （60.2） （0.5） （0.1）
 8 7 29 0.3 21 101 0.8 0.2

 （30.8） （1.3） （46.5） （4.2） （4.5） （12.5） （0.3）
 390 17 590 53 57 158 4

 （29.4） （1.1） （50.6） （3.6） （5.0） （10.2） （0.1）
 362 13 621 44 61 125 2

 （30.2） （1.0）      （49.2）                  （4.2） （7.5）   （7.1）
 284 9      463                40   71    67 

 （17.7） （2.8） （26.6） （10.7） （16.4） （25.6） （0.3）
 13 2 21 8 12 19 0.2

 （13.8） （3.4） （46.8） （5.2） （10.3） （20.1） （0.3）
 20 5 67 7 15 29 0.4

（10.0） （1.7）                     （56.4）                     （3.2）（9.0）       （18.9）
22 　  4 　　　　　　　　123                        7    20      41 

 （11.1） （8.0） （14.5） （7.3） （25.3） （33.5） （0.2）
 3 2 4 2 7 9 0.1

 （10.9） （8.2） （31.4） （5.9） （16.3） （27.1） （0.3）
 4 3 12 2 6 10 0.1

 （8.0） （4.0）        （48.0）                     （3.8） （10.9）        （24.6） 
 7 4        42                        3     10      22 

 （25.9） （2.0） （39.0） （3.9） （7.2） （21.7） （0.3）
 416 33 628 63 116 349 5

 （24.5） （1.7） （45.3） （3.4） （6.9） （18.1） （0.1）
 392 27 725 54 110 289 2

 （22.7） （1.7）        （46.5）                （3.5） （8.6）      （16.3）
 321 23        657         50   121       230 

 10 11 20 31 154 0.1

 6 7 29 0.2 23 117

6   5         30    0.2   17                               95                            0.6 0.1

 270 40 328 98 203 271

 （18.4） （2.1） （41.8） （5.1） （14.3） （18.3）
 233 26 530 65 181 232

 （21.0） （1.5）    （48.4）        （3.3） （11.9）   （13.4） 
 218 16    501        34    124        139 

 （12.6） （7.2） （12.2） （0.8） （12.3） （54.9）
 9 5 9 0.5 9 39

 13 7 25 3 18 37 0.2

 （8.3） （3.0）          （42.1）                 （5.3） （14.1）             （26.3） 
 15 5         74                     9       25                 46  

 （7.3） （12.1） （12.0） （1.4） （67.2）
 2 3 3 0.4 19

 （7.6） （13.9） （19.8） （2.0） （6.2） （50.2） （0.2）
 3 6 8 0.8 2 21 0.8

 （7.6）  （7.3）         （37.3）               （3.3）（9.7）                  （34.0） 
 6   6         30                  3    8                     27 

 （18.9） （3.9） （23.4） （6.4） （15.8） （31.5）
 291 60 360 99 243 483

 （16.0） （2.9） （37.1） （4.3） （14.1） （25.5）
 256 47 592 69 225 407

 （16.9） （2.2） （43.9）        （3.2） （12.0）         （21.3） 
 245 32 635        46    173             308 

 （4.5） （5.1） （8.9） （13.6） （67.9） （0.1）

 （3.6） （4.1） （16.1） （0.1） （12.5） （63.7）

 （4.1）（3.5）    （19.3） （0.1）（11.2）                           （61.3）                         （0.4）（0.1）

 （22.3） （3.3） （27.1） （8.1） （16.8） （22.4）

 （12.7） （6.9） （24.0） （2.8） （17.6） （35.8） （0.2）

 （6.3） （0.4） （60.2） （16.0） （17.1）
 10 0.5 92 24 26 153

（100）

（6.7） （1.5）                        （62.8）                         （0.0） （12.7）    （15.8） 
8   2                             75                             0.1    15          19 120

（100）

 （11.6） （0.6） （68.5） （4.0） （5.7） （9.4） （0.2）
 107 5 634 37 53 87 2 925

（100）

 （10.8） （1.2） （67.1）                      （3.5）（7.2） （9.4）
 75 8 465                     24  50   65 693

（100）

 （10.1） （3.4） （46.9） （0.8） （13.7） （25.0）
 11 4 52 0.9 15 28 111

（100）

 （7..4） （1.8） （58.4）                      （2.8）（8.2）       （20.7） 
 11 3 89                     4   13           32 153

（100）

 （17.0） （9.9） （17.0） （8.9） （13.8） （33.4）
 3 2 3 2 3 6 18

（100）

 （7.5） （4.1）          （48.9）                    （4.0）（9.3）     （25.6） 
 4 2          28                       2     5               15 57

（100）

 （10.9） （1.0） （64.7） （3.3） （7.9） （12.2） （0.2）
 131 12 780 40 95 147 2 1,207

（100）

 （9.6） （1.5） （64.3）                （3.0）  （8.1） （12.8）
 98 15 657         31    83   131 1,023

（100）

 （8.4） （1.5） （61.1） （9.9） （19.1）
 12 2 88 14 27 144

（100）

 （5.8） （1.6） （64.0） （0.1） （12.9） （15.1） 
 7 2 72 0.1 15 17 113

（100）

 （11.5） （1.6） （57.3） （3.8） （10.4） （15.2）  （0.1）
 117 16 582 39 106 154  1 1,016

（100）

 （12.4） （1.5） （62.9）                        （2.2）（8.5）  （12.1） 
 94 11 477                      17  64     92 759

（100）

 （17.9） （2.8） （26.3） （3.6） （15.2） （34.1）
 14 2 20 3 11 26 75

（100）

 （8.4） （3.1）          （48.1）                    （4.5）（11.6）          （23.7） 
 11 4          64                        6     15              31 132

（100）

 （7.1） （18.6） （27.3） （4.8） （42.3）
 1 4 6 1 9 21

（100）

 （8.8） （5.6）         （43.3）                  （2.4）（7.5）             （31.9）          （0.5）
 5 3          23                     1   4                 17               0.3 53

（100）

 （11.5） （2.0） （55.4） （3.3） （10.6） （17.2） （0.1）
 144 25 695 42 133 216 1 1,255

（100）

 （11.0） （1.9）     （60.2）                           （2.3） （9.3）   （14.8） 
 116 20     636         24    98      157 1,057

（100）
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7 モビリティ・マネジメントに関する意向

1. 市町村別のモビリティ・
 マネジメントに関する意向
●クルマ利用を控える理由の構成
比をみると、「一番のエコだから」
が最も多く、約6割となっていま
す。

●クルマ利用を控える理由の構成
比を男性、女性で比較すると、男
性は「休日をゆっくり楽しめるか
ら」、女性は「最もお手軽なダイ
エットだから」の割合が高くなっ
ています。

25 26

2. 性別・年齢階層別のモビリティ・
 マネジメントに関する意向

クルマ利用を控えるのが、一番のエコだから
クルマ利用を控えるのは、最もお手軽なダイエットだから
クルマ以外で遊びに行った方が休日をゆっくり楽しめるから

図34 クルマ利用を控える理由の構成比（平成22年）
資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第５回調査圏域内の集計）

●クルマ利用を控えることに対する
意向の構成比をみると、約3割の
人が「減らしてみようと思う」と回
答しています。

奈良市 他

天理市・大和郡山市

香芝市 他

大和高田市 他

橿原市 他

桜井市・宇陀市

吉野町 他

上北山村 他

曽爾村・御杖村

五條市

野迫川村・十津川村

奈良県計

減らしてみようと思う
少しなら、減らしてみようと思う
全然、減らそうとは思わない

図35 中ゾーンのクルマ利用を控えることに対する意向の構成比（平成22年）

第5回近畿圏パーソントリップ調査におけるゾーニング

注）「もともとクルマを使っていない」と回答したサンプルを除いた構成比
資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第５回調査圏域内の集計）

5～14歳

15～64歳

65～74歳

75歳以上

年齢計

クルマ利用を控えるのが、一番のエコだから
クルマ利用を控えるのは、最もお手軽なダイエットだから
クルマ以外で遊びに行った方が休日をゆっくり楽しめるから

男　性 女　性

資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第５回調査圏域内の集計）

図36 性別・年齢階層別のクルマ利用を控える理由の構成比（平成22年）

減らしてみようと思う
少しなら、減らしてみようと思う
全然、減らそうとは思わない

注）「もともとクルマを使っていない」と回答したサンプルを除いた構成比
資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第５回調査圏域内の集計）

図37 性別・年齢階層別のクルマ利用を控えることに対する意向の構成比（平成22年）
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 （19.7） （18.6） （61.7）
 1,943 1,838 6,103

 （19.6） （20.2） （60.2）
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 （17.7） （13.6） （68.7）
 295 227 1,144

 （19.3） （17.9） （62.8）
 2,972 2,751 9,671
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（100）

9,884
（100）
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（100）

1,666
（100）

15,394
（100）

 （58.7） （25.4） （15.8）
 6,799 2,944 1,833 11,576

（100）

 （60.3） （22.1） （17.6）
 1,631 597 475 2,703

（100）

 （71.1） （13.2） （15.6）
 1,355 252 298 1,905

（100）

 （60.9） （22.9） （16.2）
 10,348 3,899 2,752 16,999

（100）

男　性 女　性

 （36.7） （48.6） （14.7）
 3,172 4,199 1,268

 （36.7） （51.0） （12.4）
 982 1,365 332

 （35.1） （51.0） （13.8）
 1,562 2,268 614

 （36.0） （50.4） （13.6）
 684 958 259

 （35.6） （51.5） （12.9）
 1,521 2,199 551

 （35.2） （52.1） （12.6）
 617 913 221

 （27.7） （48.1） （24.2）
 165 286 144

 （26.7） （52.3） （21.1）
 100 196 79

 （34.6） （49.5） （15.9）
 63 90 29

 （31.2） （51.7） （17.1）
 183 303 100

 （25.0） （48.3） （26.7）
 58 112 62

 （35.5） （50.2） （14.3） 
 9,107 12,889 3,659

8,639
（100）

 （61.8） （20.5） （17.7）
 20,019 6,650 5,724 32,393

（100）
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（100）

4,444
（100）
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（100）

4,271
（100）

1,751
（100）
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（100）
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232
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25,655
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奈良市
生駒市
山添村
天理市
大和郡山市
香芝市
平群町
三郷町
斑鳩町
安堵町
上牧町
王寺町
広陵町
河合町
大和高田市
御所市
葛城市
橿原市
川西町
三宅町
田原本町
高取町
明日香村
大淀町
桜井市
宇陀市
吉野町
下市町
黒滝村
天川村
上北山村
下北山村
川上村
東吉野村
曽爾村
御杖村
五條市
野迫川村
十津川村

奈良市他

天理市・大和郡山市

香芝市他

大和高田市他

橿原市他

桜井市・宇陀市

吉野町他

上北山村他

曽爾村・御杖村
五條市
野迫川村・十津川村

 中ゾーン 含まれる市町村

合計
単位：人
（　）内は構成比：％

合計
単位：人
（　）内は構成比：％

●性別・年齢階層別にクルマ利用を
控えることに対する意向の構成
比をみると、20～30歳代で「全
然、減らそうとは思わない」と回
答した割合が高くなっています。

●また、年齢が高くなるにつれ、ク
ルマ利用を減らす意向のある人
の割合が高くなります。

 5～ 9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75歳以上

年齢計

 13.1  48.8  38.0

 13.3  50.2  36.5

 13.2  49.7  37.2

 22.1  50.7  27.2

 21.3  49.5  29.2

 23.9  53.5  22.6

 20.5  56.1  23.4

 20.1  57.7  22.2

 17.5  55.5  26.9

 17.9  52.5  29.6

 14.8  53.8  31.4

 12.0  48.2  39.8

 12.5  44.7  42.8

 11.0  42.4  46.7

 15.1  36.2  48.7

 15.9  49.3  34.8

 30.8  57.7  11.5

 38.7  49.8  11.5

 39.2  48.9  11.9

 31.6  55.8  12.6

 26.0  57.7  16.3

 27.0  54.7  18.2

 27.3  58.8  13.9

 30.4  54.8  14.9

 30.6  55.6  13.8

 32.0  55.9  12.1

 38.1  50.8  11.1

 44.4  46.7  8.8

 48.3  43.3  8.4

 45.8  44.2  9.9

 38.9  41.3  19.8

 36.3  51.2  12.6

合計
単位：人
（　）内は構成比：％

合計
単位：人
（　）内は構成比：％
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（100）
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8 移動困難者の動き

1. 移動困難者の外出率と生成原単位
●外出に関する困難の有無別に比
較すると、外出に関する困難のあ
る人の外出率は、外出に困難の
ない人の約半分となっています。

●外出に関する困難の有無別に比
較すると、外出に関する困難の
ある人の生成原単位は、外出に
困難のない人の半分以下となっ
ています。

2. 公共交通不便地域の生成原単位
●公共交通の不便な地域では、高
齢者の自由目的の生成原単位が
小さいことがわかります。

移動困難者とは、調査票（世帯票）の
設問「外出に関しての困難の有無」で
該当ありと回答された方です。

27 28

単位：%

外出に関する
困難なし

外出に関する
困難あり

図38 外出に関する困難の有無別にみた外出率（平成22年）

資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査
（第５回調査圏域内の集計）

81.7%

41.1%

単位：トリップ/人日

単位：トリップ/人日

外出に関する
困難なし

外出に関する
困難あり

図39 外出に関する困難の有無別にみた生成原単位（平成22年）

資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査
（第５回調査圏域内の集計）

2.35

1.08

0.89

0.60

外出に関する
困難なし

外出に関する
困難あり

図41 外出に関する困難の有無別にみたトリップの代表交通手段構成（平成22年）
資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第５回調査圏域内の集計）

 （19.7） （1.8） （46.1）        （3.3） （10.1）     （18.3）
 558 52 1,305                94  286         517   

鉄　道 バ　ス 自動車 自動二輪・原付 自転車 徒　歩 不　明その他凡　例

外出に関する
困難なし

外出に関する
困難あり

図42 外出に関する困難の有無別にみた自動車の利用状況（平成22年）
資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（第５回調査圏域内の集計）

図40 公共交通便利・不便別高齢者の自由目的の生成原単位

※公共交通便利地域は、鉄道駅から1,500m以内、バス停から300m以内のいずれかに
　重心が含まれる郵便番号ゾーンで、公共交通不便地域はそれに該当しない地域と定義する。

（66.5）                               （13.5）（2.5）  （17.4）
  909                                 185    35     238

自　分 家　族 不　明その他凡　例

3. 移動困難者のトリップに
 おける代表交通手段構成
●外出に関する困難の有無別に代
表交通手段構成を比較すると外
出に関する困難がある人は、ない
人に比べてバス、自動車、徒歩の
割合が高くなり、鉄道の割合が低
くなっています。

4. 移動困難者の自家用自動車の
 利用状況
●外出に関する困難の有無別に自
動車の利用状況（運転者の種別）
を比較すると、外出に関する困難
がある人は、ない人に比べて家族
やその他（知人、介護タクシー、福
祉有償運送等）の割合が高くなっ
ています。
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9 調査結果の活用方策

交通計画分野
●駅へのアクセス交通手段の検討
駅ごとに、どれだけの人が、どのよ
うな交通手段を使って集まってき
ているかがわかります。

環境・エネルギー分野
●自動車交通による地球環境への
影響検討
　どれだけの人が、どのような交通
手段を使ってどの程度の距離を
移動しているかがわかり、CO2排
出量を推計できます。

●大規模災害時の帰宅困難者の
避難計
　いつ、どこに、どれだけの人が滞
在しているかがわかります。

29 30

防災分野

●新型インフルエンザの感染拡大
の予想
　いつ、どれだけの人が、どのよう
な交通手段で移動しているかが
わかります。

危機管理分野

駅への交通手段 帰宅困難者による道路への負荷量

CO2排出量の推計結果 新型インフルエンザ感染者の拡大

自転車の利用が多い
Ａ地区方面に、駐輪場
の増設を計画

バスの利用が多い
B地区方面では、
バス停から駅まで
のバリアフリー化
を優先して整備

公共交通機関が動
かなくなると、淀川
に架かる橋には、多
いところで15万人
を超える人が集中

新型インフルエンザ
は1人目が感染後、
約1カ月で爆発的に
拡大！

今後、人口の増大
や、自動車利用の進
展などにともなっ
て、CO2排出量が大
幅に増大する地域
の対策を検討

CO2排出量の推移
（2010年/2000年）

単位：倍
1.10以上
1.05～1.10
1.00～1.05
0.95～1.00
0.90～0.95
0.90未満

出典：「京阪神都市圏における総合都市交通体系の確立に向けて」
（平成15年3月、京阪神都市圏交通計画協議会）

出典：「帰宅困難者対策のための大都市圏整備方策に関する検討調査報告書」
（平成20年3月、国土交通省都市・地域整備局）

出典：国立感染症研究所感染症情報センター資料

20～（万人）
15～20
10～15
5～10
0～5

※海外で新型インフルエン
ザに感染した人が関西国
際空港から帰国し、その
後感染が拡大する状況
のシミュレーション








