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１　区の概要　　　　　　　　　　　　　

項目 平成28年(2016年)1月 令和4年(2022年)1月

人口 321,734人 332,017人

　人口（男性） 162,336人 167,199人

　人口（女性） 159,398人 164,818人

年少人口（0～14歳） 8.7％ 9.1％

生産年齢人口（15～64歳） 70.5％ 70.5％

老年人口（65歳以上） 20.8％ 20.3％

外国人人口 13,872人 15,759人

世帯数 194,834世帯 206,061世帯

１世帯あたりの人員 1.65人 1.61人
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１－１　区の基本情報

出典：住民基本台帳



１　区の概要

１－２　年齢別人口
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出典：企画課調べ
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１　区の概要

１－３　将来人口推計（長期）
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出典：中野区統計書2022
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５ 対象者別の状況（子ども・子育て）　　　　　　　　
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２　対象者別の状況（高齢者）

２－１　高齢者数と高齢化率の推移
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出典：住民基本台帳
各年1月1日現在　2015年以降は外国人を含む　

中野区ユニバーサルデザイン推進審議会資料



２－２　高齢者率と７５歳以上の割合
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出典：企画課調べ
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２　対象者別の状況（高齢者）
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３　対象者別の状況（障害者）

３－１　障害者手帳所持者数の推移（身体障害）
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出典：令和4(2022)年版中野区健康福祉部事業概要
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３　対象者別の状況（障害者）

３－２　障害者手帳所持者数の推移（知的障害）
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出典：令和4(2022)年版中野区健康福祉部事業概要
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３　対象者別の状況（障害者）

３－３　障害者手帳所持者数の推移（精神障害）
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出典：令和4(2022)年版中野区健康福祉部事業概要
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３　対象者別の状況（障害者）

３－４　障害者に対する理解
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出典：令和2年度障害福祉サービス意向調査報告書
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３　対象者別の状況（障害者）

３－５　充実して欲しい障害者施策
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出典：令和2年度障害福祉サービス意向調査報告書
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４ 対象者別の状況（外国人）　　　　　　　　　　　　　

１ 区の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３ 対象者別の状況（障害者）　　　　　　　　　　　　　

６ 現状と課題（ハード）　　　　　　　　　　　　

８ 現状と課題（ハート）　　　　　　　　　　　　　

７ 現状と課題（ソフト）

５ 対象者別の状況（子ども・子育て）　　　　　　　　　

２ 対象者別の状況（高齢者）　　　　　　　　　　　



４　対象者別の状況（外国人）

４－１　外国人人口の推移
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４　対象者別の状況（外国人）

４－２　中野区国籍別外国人数
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５ 対象者別の状況（子ども・子育て）　　　　　　　　　　　　

１ 区の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３ 対象者別の状況（障害者）　　　　　　　　　　　　　

４ 対象者別の状況（外国人）　　　　　　　　　　　　　

６ 現状と課題（ハード）　　　　　　　　　　　　

８ 現状と課題（ハート）　　　　　　　　　　　　　

７ 現状と課題（ソフト）

２ 対象者別の状況（高齢者）　　　　　　　　　　　



５　対象者別の状況（子ども・子育て）

５－１　年少人口（0～14歳）と割合の推移
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出典：住民基本台帳
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５　対象者別の状況（子ども・子育て）

５－２　合計特殊出生率の推移
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６ 現状と課題（ハード）　　　　　　　　　　　　　　

１ 区の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３ 対象者別の状況（障害者）　　　　　　　　　　　　　

４ 対象者別の状況（外国人）　　　　　　　　　　　　　

８ 現状と課題（ハート）　　　　　　　　　　　　　

７ 現状と課題（ソフト）

５ 対象者別の状況（子ども・子育て）　　　　　　　　　

２ 対象者別の状況（高齢者）　　　　　　　　　　　



６　現状と課題（ハード）

歩道に障害物（看板・自転車等）があることに
不便を感じている区民の割合
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６－１
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「不便を感じている」割合が2018年度64.5%から2021年度57.2％となった。

出典：中野区区民意識・実態調査



６　現状と課題（ハード）

区内の公園や広場の満足度
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「非常に満足している」「まあ満足している」の合計割合が2018年度53.5%
から2021年度65.6％となった。

出典：中野区区民意識・実態調査



６　現状と課題（ハード）

施設を利用したとき必要な設備や
サービスがないと感じている区民の割合

23

６－３
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必要な設備やサービスがないと感じている割合が2018年度23.6%から
2021年度18.5％となった。

出典：中野区区民意識・実態調査



６　現状と課題（ハード）

交通の便に対する区民の満足度
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出典：中野区区民意識・実態調査

「よい」の回答割合が2018年度62.9％から2021年度66.1％になった。



７ 現状と課題（ソフト）　　　　　　　　　　　　　

１ 区の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３ 対象者別の状況（障害者）　　　　　　　　　　　　　

４ 対象者別の状況（外国人）　　　　　　　　　　　　　

６ 現状と課題（ハード）　　　　　　　　　　　　

８ 現状と課題（ハート）　　　　　　　　　　　　　

５ 対象者別の状況（子ども・子育て）　　　　　　　　　

２ 対象者別の状況（高齢者）　　　　　　　　　　　



７　現状と課題（ソフト）

区から必要なサービスが受けられていると
満足している区民の割合
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７－１
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「非常に満足している」「まあ満足している」の合計割合が2018年度65.0％から
2021年度74.7％になった。

出典：中野区区民意識・実態調査



７　現状と課題（ソフト）

申請書などの手続関係の書類がわかりにくく
不便を感じている区民の割合
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不便を感じている割合が2018年度38.5％から2021年度35.3％になった。

出典：中野区区民意識・実態調査



７　現状と課題（ソフト）

食事や買い物などを安心してできる店が
少ないと感じている区民の割合

28

７－３

中野区ユニバーサルデザイン推進審議会資料

77.9 79.6 79.4 80.6

15.5 14.4 15.9 14.5

6.6 5.9 4.6 4.9
0.0

50.0

100.0

2018 2019 2020 2021

いいえ

はい

無回答

食事や買い物などを安心してできる店が少ないと感じている割合が2018年度
15.5%から2021年度14.5％となった。

出典：中野区区民意識・実態調査



７　現状と課題（ソフト）

必要な区の情報が知りたいときに得られてい
る区民の割合
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出典：中野区区民意識・実態調査

７－４

注1　「十分得られている」
と「ある程度得られている」
の合計
注2　2019年度に設問変更
変更前）あなたが必要とする
中野区の区政情報は、知りた
いときに得られていますか
変更後）あなたが必要とする
中野区の区政情報は、伝わっ
ていますか
・2021年度に設問削除
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８ 現状と課題（ハート）　　　　　　　　　　　　　

１ 区の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３ 対象者別の状況（障害者）　　　　　　　　　　　　　

４ 対象者別の状況（外国人）　　　　　　　　　　　　　

６ 現状と課題（ハード）　　　　　　　　　　　　

７ 現状と課題（ソフト）

５ 対象者別の状況（子ども・子育て）　　　　　　　　　

２ 対象者別の状況（高齢者）　　　　　　　　　　　



８　現状と課題（ハート）

８－１　ユニバーサルデザインの認知度
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注１　認知度：「詳しく知っている」「知っている」「言葉だけは知っている」の合計

出典：中野区区民意識・実態調査



８　現状と課題（ハート）

８－２　ユニバーサルデザインを知ったきっかけ（２０代）
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出典：中野区区民意識・実態調査



８　現状と課題（ハート）

障害者差別解消法の認知度
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出典：健康福祉に関する意識調査

「名前は知っている」「内容も知っている」の合計割合が2018年度25.5%から
2021年度23.1％となった。



８　現状と課題（ハート）

男女共同参画社会の認知度
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出典：中野区区民意識・実態調査

「内容を知っている」「聞いたことはあるが内容は知らない」の合計割合が2018年度
64.6%から2021年度70.1％となった。


