
 

 

 

 

 

大森駅東口駅前広場等再編整備構想の公表とウェブアンケート調査の実施について 

 

 平成 23年 3月策定の“大森駅周辺地区グランドデザイン”において、アクションプラ

ンのひとつに位置付けている『東口駅前広場の再整備･機能強化』の具体化を図るべく、

平成 30年 7月、関係者等による検討会議を設置した。 

このたび、検討会議における議論を踏まえ、大森駅東口駅前広場等再編整備構想（以

下、整備構想）を取りまとめた。 

 

記 

 

１ 検討会議構成団体 

○入新井自治会連合会 ○大森銀座商店街振興組合 ○大森駅東口商店会 

○大森北一丁目町会 ○入新井六丁目町会 ○大森八幡通り商店会 

  ○アトレ大森店 ○丸紅リアル･エステート･マネジメント㈱ 

  ○イトーヨーカドー大森店 ○東京商工会議所大田支部  

  ○特定非営利活動法人 大身連  

○横浜市立大学国際総合科学部准教授(学識経験者)  

 

２ 整備構想の概要【別添資料１参照】 

   〇東口駅前広場の将来像：多様な人と活動を受け止める「みんなのひろば」 

   〇基本方針 

１）安全・安心な歩行者空間の形成 

２）公共交通ネットワークと連携した広域交通ネットワークの維持・向上 

３）まち全体へのにぎわいを波及させる交流景の創出 

   〇周辺街区との連続性を重視した多目的広場の配置や歩行者動線の確保を重点に

置いた「広場活用パターン」「交通空間優先パターン」を望ましい整備パターン

として提示 

   〇実現のための方策 

１） 駅前広場に向けた周辺街区等の顔づくり 

２） 駅前広場と連携した、駅東地区全体の回遊性向上に向けた検討 

３） 公共空間の利活用によるまちづくり機運の醸成 

         

 ３ ウェブアンケート調査の実施について【別添資料２参照】 

   整備構想のウェブ掲載に伴い、ウェブアンケート調査を実施する。 

   〇実施日程：令和３年１月２５日（月）～２月１４日（日） 

   〇実施方法：大田区ホームページに、アンケート専用フォームを設置 

まちづくり環境委員会 

令和２年 12月 15日 

まちづくり推進部 資料 25番 

所 管 都市開発課 



1.本構想の概要

1）対象範囲

暫定整備

中・長期整備

〇地元町会・商店街
〇企業
〇ＵＤパートナー
〇学識経験者

大森駅東口駅前広場等再整備計画検討会議
（※参考①策定経緯（大森駅前広場等再整備計画検討会議））

民間事業者

〇交通事業者
〇新たな交通サービス
事業体

〇開発事業者

2）構想の役割

当駅前広場の対象範囲は、右図の通りである。
（図測面積：7,560㎡）（計画決定面積：6,750㎡ ）

※昭和34年に大森駅付近街路2号を含め、戦災復興土地区画
整理事業（昭和21年都市計画決定）により完了し、昭和60年
の整備を以て現在の姿になった。

本構想は、今後の大森駅東口駅前広場の将来像や、整備コンセプトを示すものである。
本構想の実現に向け、交通事業者や開発事業者等、民間事業者への情報提供や協議を行っ
ていくためのツールとしての活用が期待される。また、大田区は、本構想を受けて、大森駅
の交通拠点としての役割を関連する上位・関連計画や関連する事業に反映するよう努める。

上位
関連
計画

事業
計画

構
想

情報提供・協議

構想実現の協力

反
映

〇大田区

都市計画マスタープラン

おおた都市づくりビジョン

景観計画 緑の基本計画

大森駅周辺地区グランドデザイン

反映

3）目標年次

本構想に掲げる駅前広場の抜本的な再整備は、概ね20年後（2040年頃）の完成を見据
える。

今年度 概ね2040年頃の完成を見据えて検討を継続
■大田区

■検討会議

構
想

基
本
計
画

基
本
設
計
・
実
施
設
計

工
事
着
工

竣
工
・
運
用
開
始

随時、計画内容や整備時期に反映

駅前広場の都市計画変更

■大森地域での他の計画検討体と検討内容を役割分担
■周辺街区のまちづくりや鉄道・大規模機能更新の動向把握

地元意向の把握

2.駅前広場の現状課題

1）駅前広場を取り巻く現状

駅周辺の歩行者動線および車両動線の状況（平日）は下図の通りである。
臨海部で働く通勤者の多くは大森駅を利用している。駅出入口から駅前広場を経由して歩

行する経路上で歩行者と車両との動線交錯が生じている。臨海部周辺は、近年就業地として
だけではなく、スポーツ施設やレジャー施設の整備・充実が図られている。

■歩行者・車両動線状況図

■臨海部周辺施設図

出典：凡例の「海辺の散策路」「呑川緑道」「桜のプロムナード」については、「大田区緑の基本計画「グリーンプランおおた」中間見直し(平成28年3月)」及び
「おおた都市づくりビジョン（平成29年3月）」をもとに作成した。また、その他については現時点の状況にもとづき記載している。

令和２年３月 大森駅東口駅前広場等再編整備計画検討委員会 別紙１
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・駅前広場全体
としての面積
は充足してい
る状況

・交通空間は
約300㎡不足

・環境空間の
調整が不可欠

【イベント活用を想定し、段差を解消した交通島の暫定整備イメージ】

1交通量ベース 2現況（図測）

面積
㎡

台数
台

面積
㎡

台数
台

交通空間面積 3,446 3,150

①バス乗降関連面積 乗車バース数 630 6 9

降車バース数 3 4

②タクシー乗降場関連面積 乗車バース数 60 1 1

降車バース数 2 0

③自家用車関連面積 自家用乗降バース（一般車） 40 1 0

福祉車両専用バース 1 0

自家用乗降バース（企業バス） 70 1 0

④駐車場関連面積 タクシープール 450 15 0

⑤交通処理のための車道面積 2,196

環境空間面積（歩道＋乗車滞留空間含む） 3,446 4,410

■歩道面積 1,743 2,595

■環境空間面積（歩道除く） 1,703 1,815

①緑地帯 618

②サービス施設 トイレ・倉庫・案内板・電話BOX 58

③シンボル施設 交通島鉄道院柱 16

④交通島広場部分 794

⑤滞留空間（バス・タクシー等） 329

合計 6,892 7,560

■交通機能の充実

・歩行者、自転車の円滑な通行機能

・臨海部などへの交通アクセス機能の強化

・駅前広場周辺の自転車駐輪場の整備

■駅前広場周辺と連携したにぎわい拠点機能

・駅前広場を活かしたにぎわいづくり（商店
街や地域にぎわいイベント等）

・周辺商業施設と連携した公共空間の活用

■大森の顔となる駅前空間

・周辺地域と調和した景観づくり

・歩行者のための憩いの場の創出

・緑を活かした駅前広場空間

・大森のくらしや文化の魅力を活かした拠点
づくり

【駅前広場の再整備に関する課題】

①地域による多様な使い方にこたえつつ、駅前交通拠点機能を充足する必要面積とのバランスが必要。

②周辺商店街と歩行者空間のより一層の連携が求められる。

③空港臨海部に向けた交通ターミナル機能の充実や、アクセス性の向上が求められる。

④駅からつながるバリアフリー動線の確保が求められる。

■歩行者動線
・駅出入口から駅前広場を経由して歩行する経路上
で車両との動線交差が生じている。

・交通島が分離されており、駅出入口や歩道から直
接出入りできない。

・駅の改札から使い勝手の良いバリアフリールート
がない。

■交通機能
・バス・一般車・タクシー・荷捌き車両の降車場が
分離されていない。

・南西に位置する区道（北0番街・アトレ横の道
路）では多数のタクシー滞留が発生している。

・広場全体の面積は充足しているが、交通空間の必
要面積が不足している。

■広域交通
・臨海部に向けた公共交通機関のターミナル機能を
担う。

・羽田空港へのバス路線は存在するものの、直行便
はなく、速達性に欠ける。

１）上位・関連計画における地区の位置づけ ２）駅前広場を取り巻く現状のまとめ

・地元による広場の多様な活用の機運が高い（イベント
利用等）

・通りすぎるだけでない多様な活用への期待

３）地域による駅前広場の活用状況のまとめ

■駅前広場計画指針に基づく必要面積

2）駅前広場の活用状況

交通島では年間を通し、商店街を中心としてイベントが開催されている。2020年3月に
舗装のフラット化等の暫定整備が完了し、地元による積極的な広場活用が期待されている。

交通量調査をもとに以下の通り駅前広場に必要な面積を算出した。

3）駅前広場の必要面積

4）駅前広場を取り巻く現状

駅前広場の活用状況を踏まえ駅前広場の課題を以下の通り整理した。
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多様な人と活動を受け止める「みんなのひろば」

■基本方針

・

ものづく り企業
大田市場

キャンプ

スポーツ

展示場

せり体験
レジャー

商店街

物流業

バーベキュー

港湾

施設

ロータリーロータリー

環境空間環境空間

ロータリーロータリー

環境空間環境空間
駅出入口 駅出入口

バス乗降場バース

タクシー乗降場バース

タクシープール

一般車乗降場バース

福祉車両専用バース

車道

バス乗降場バース

タクシー乗降場バース

タクシープール

一般車乗降場バース

福祉車両専用バース

車道（多目的広場等）（多目的広場等） （多目的広場等）（多目的広場等）

バス乗降場バース

タクシー乗降場バース

タクシープール

一般車乗降場バース

福祉車両専用バース

車道

バス乗降場バース

タクシー乗降場バース

タクシープール

一般車乗降場バース

福祉車両専用バース

車道

着眼点 広場活用パターン 交通空間優先パターン

駅 と の
連続性

・駅出入口付近にイベント空間（多目的ス
ペース）を配置。

・駅出入口付近に小型車乗降場所・バス乗り
場を配置

歩 行 者
動線

・イベント空間（多目的スペース）・商店街
が歩行者空間で連続。

・駅出入口側でバス降車場所と商店街が、南
東側で商店街と多目的スペースが歩行者空
間で連続。

多 目 的
ス ペ ー
ス

・ほぼ正形になっており、まとまった空間が
確保されている。

・駅ビルと一体的な活用も可能。

・商店街と接している総延長が長い。

・イベント空間（多目的スペース）が駅から
遠い。

交 通 空
間

・導入部で出入りのバス・小型車（一般車・
タクシー）交通が輻輳する(区域内の場合)。

・島状バースがないとバスバースが12バース
確保できない。

・バスと小型車（一般車・タクシー）が同じ
ロータリーとなる。

・前面道路沿道と島状バースがないとバス
バースが12バース確保できない。

ＪＲ大森駅や西
口との機能連携
やバリアフリー
動線の実現

周辺街区との連
続性を重視した
歩行者動線

周辺のまちとの連
携・連続性を図る
「広場の実現」 多様性を増す臨海部・羽

田空港との交通面・機能
面・情報発信面での連携

広場活用パターン 交通空間優先パターン

3.将来像・方針

これからの大森駅東口駅前広場は、駅への通過点、商店街や周辺市街地に移動する際に
通り過ぎるだけの通過点としてではなく、人々の活動を受け止められる場＝「みんなのひ
ろば」としての役割を担うことを、以下のような言葉で表現する。

4.整備構想

1）整備コンセプト

本構想を達成するために、整備コンセプトとして下図のように掲げた。

2）整備パターン

本構想においては、周辺街区との連続性を重視した多目的広場の配置や歩行者動線の確保
を重点に置くため、「広場活用パターン」「交通空間優先パターン」の２パターンを望ま
しい配置パターンとして提示する。（※「参考 ②広場配置レイアウト図」参照）

■将来像

方針1

－歩行者の動線が交錯しない
－バリアフリー空間の形成

安全・安心な歩行者空間の形成

方針2

－臨海部や羽田空港、周辺市街地へ向けた交通の拠点としての役割
－周辺のまちへの移動利便性の向上

公共交通ネットワークと連携した広域交通ネットワークの維持・向上

方針3

－活力ある賑わい空間形成
－良質な地域イメージを与える駅前空間づくり

まち全体へのにぎわいを波及させる交流景の創出

バス乗車場所からフラットにつながる
広場（牛久駅）

バリアフリーが確保された歩行者空間（フラッ
トな歩行者空間、エスカレーター）（姫路駅）

環境に配慮した水素バス（国土交通省
資料より）

駅前広場に設置されているコミュニ
ティサイクルポート（仙台駅）

まちのイメージを一新する駅前景観
（天理市）

賑わいを与えるオープンカフェ（横浜市）
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駅前
広場

周辺街区、建築物等

駅前広場に向
けた顔づくり、
駅広に面する
広場配置など

歩行者動線

公共空間（広
場等）配置

大森駅東口地区

駅前
広場

・公共空間利活用のノウハウ蓄積
・まちづくりへの取組組織力の強化によるまちづくり
・広場基本計画への実験から得られる知見の随時反映

公共空間利活用の実験的な取組
本格・継続
実施

周
辺
街
区

駅
前
広
場
の
再
整
備

公共空間利活用を通した多様なまちづくり主体の参画

■駅前広場に向けた周辺街区等の顔づくり ■駅東口地区の公共施設整備

■まちづくり機運を高める

回 日程 テーマ

第1回 2018年7月25日

○駅前広場の課題検証
駅前利用実態調査を踏まえ大森駅周辺地区グランドデザイン
等の課題の検証。

第２回 2018年12月4日
○駅前広場の役割・目指す方向性・将来像
将来の駅前広場のあり方や将来像について検討。

第３回 2019年3月1日
○駅前広場のレイアウト検討 その１
→レイアウト検討にあたっての前提条件を確認。

第４回 2019年7月23日

○駅前広場のレイアウト検討 その２
将来像実現に向けた、具体的なレイアウトパターン案について
議論。

第５回 2019年11月6日
○駅前広場構想のたたき台
駅前広場の整備構想（素案）の取りまとめ。

第６回 2020年2月5日
○駅前広場整備構想
駅前広場整備構想の策定。

3）実現のための方策

駅前広場の抜本的な整備は、周辺街区の更新のタイミングに合わせて進めていくため、
本構想の実現には長期的な時間を要する可能性も想定される。そこで、行政、民間事業者、
地域住民・団体等が、本構想に掲げる将来像・方針のもと、各々の役割を果たしつつ、継
続的に連携を図ることで、本構想の主旨実現を図る視点が求められる。

参考

①策定経緯（大森駅東口駅前広場等再整備計画検討会議）

②広場配置レイアウト図

■広場活用パターン ■交通空間優先パターン

※バス・タクシーのバース数については今後の検討事項

・周辺街区で開発等が行われる際に、駅前広場に向けた広場配置やバリアフリー動線を確
保するなど、駅前広場に向けた顔づくりを進める。

①駅前広場に向けた周辺街区等の顔づくり

・本構想では、駅前広場エリアだけでなく、駅東地区全体の歩行者動線や屋外空間のあり
方を改めて見直していくことが必要である。

②駅前広場と連携した、駅東地区全体の回遊性向上に向けた検討

・地域の賑わいづくりや、エリアの価値向上に向けた取り組みを継続させる。特に、暫定
整備エリア等を活用して、地域による公共空間の利活用を実験的・継続的に行うことで、
構想実現に向けた機運を高める。

③公共空間の利活用によるまちづくり機運の醸成
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大森駅東側駅周辺の公共施設及び公共空間の整備に関するウェブアンケート 

A. あなたご自身のことについてお伺いします。                             

A-1 あなたの性別はどちらですか。 

１．男 性      ２．女 性 

A-2 あなたの年齢はおいくつですか。 

１．18 歳以下  ２．18～29 歳  ３．30～39 歳  ４．40～49 歳 

５．50～59 歳  ６．60～69 歳  ７．70 歳以上 

A-3 あなたのお住まいはどちらですか。 

１．大森駅東口地区（大森北、大森西、大森本町、南大井） 

２．大森駅西口地区（山王、中央、大井） 

３．その他大田区 

４．その他品川区 

５．その他（                   ） 

A-4 大森駅東側駅周辺の利用頻度と目的を教えてください。 

【頻度】 

１．週５～７回  ２．週３～４回  ３．週１回  ４．月１回  ５．ほとんど利用しない 

【目的】 

１．通勤・通学  ２．買い物  ３．観光  ４．その他   

A-5 あなたの職業を教えてください。 

１．自営業主・家族従業者  ２．正規の職員・従業員  ３．派遣社員・契約社員   

４．パート・アルバイト   ５．会社などの役員    ６．学生  ７．主婦・主夫 

８．無職          ９．その他（              ） 

 

Ｂ. 大森駅東口駅前広場再編整備構想についてお伺いします。                    

大田区関係部局、地元町会・商店街、企業、学識経験者、ＵＤパートナー等

によって構成された「大森駅東口駅前広場等再編整備検討会議」において、大

森駅東口駅前広場再編整備構想（以下、本構想という。）を策定しました。これ

を踏まえて、以下のご質問にお答えください。 

B-1 令和２年３月末に工事が終了しました。現在の駅前広場に対する満足度

を教えてください。 

１．大変満足  ２．やや満足  ３．変わらない  ４．やや不満  ５．大変不満 

B-2 Ｂ-1 で「１．大変満足」、「２．やや満足」とお答えいただいた方にお伺いします。その理由を教えてく

ださい。 

１．ゆったりとしたオープンスペースができたから 

２．緑や季節の花が多くなったから 

３．路面のバリアフリー化が図られたから 

４．イベントが増えたから（もしくは増えそうだから） 

５．その他（                            ） 

B-3 B-1 で「４．やや不満」、「5．大変不満」とお答えいただいた方にお伺いします。その理由を教えてくだ

さい。 

１．オープンスペースが小さいから 

２．緑や季節の花が少ないから 

３．路面のバリアフリー化が図られていないから 

４．イベントが少ないから 

５．その他（                            ） 

B-4 あなたが求める大森駅東口駅前広場の機能を教えてください。（ＭＡ） 

１．歩行者が待ち合わせや休憩等でたたずむことができる空間 

２．イベント等でにぎわう広々としたオープンスペース 

３．まちに関する情報収集の場 

４．駅利用者や店舗利用者、交番の存在など人の目による安心感 

５．ゴミがなく、手入れの行き届いた植栽などの緑化空間 

６．材質やデザインの優れたストリートファニチャーのある空間  

７．広く安全で遊びや運動ができる空間 

８．会話が楽しめる程度に静かな空間 

９．広場から周辺の商店街等まちへの連続性 

10．屋外での飲食ができる場所 

11．仕事ができる場所 

12．ユニバーサルデザインに配慮された駅から広場までの動線。  

13．バスや自動車、自転車交通から保護された歩行空間。  

14．バス、タクシー、乗用車などが錯綜しない安全な乗降場所。  

15．バスや自動車と動線が錯綜しない自転車走行空間。  

16．自転車を安心して停められる駐輪スペース。  

17．分かりやすい乗り換え案内や乗車誘導。 

18．リアルタイムで混雑状況を把握できる情報システム。 

19．その他（                             ） 

20．特にない 
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Ｃ.新型コロナウイルス感染症の流行を通じた屋外空間（道路、公園、広場、民間空地・私道等）に対する意識

変容についてお伺いします。                              

C-1 新型コロナウイルス感染症の流行を経験したことで、屋外空間の利用頻度は増えましたか。 

１．はい  

２．いいえ 

C-2 C-1 で「１．はい」と答えた人にお聞きします。屋外空間の活用目的は何ですか。（MA） 

１．テレワークや在宅勤務の息抜きのため 

２．仕事や勉強をするため 

３．まちの雰囲気や人の活動を感じるため 

４．子どもの遊びのため 

５．健康のため 

６．楽しむため 

７．その他（                      ） 

C-3 A-5 で「１～６」と答えた方にお聞きします。非常事態宣言や新型コロナウイルス感染症の流行を経験

したことで、働く場所・学ぶ場所に対する意識変化はありますか。 

１．家でするほうがいい。 

２．やっぱり職場や学校に行きたい。 

３．カフェや公園などサードプレイス的な場所がいい。（※サードプレイス：家、職場・学校とは異なる

街なかの居場所：カフェなど） 

C-4 今後、屋外空間を使うにあたって、重視することを教えてください。（MA/最大３つまで） 

１．水や緑に溢れ、環境が良いこと 

２．バスや電車よりも自転車など、オープンエアーな乗り物を使うこと 

３．散歩やランニングなど、日常的な健康管理に役立つこと 

４．その場所に居ることで楽しい・うれしい気持ちなどの高揚感が得られること 

５．座席に座れるなど肉体的負担が少ないこと  

６．歩いていて安心でき、交通事故の心配がないこと 

７．さまざまな手段が選べるなどの交通利便性が高いこと 

８．話し声が丸聞こえにならない、PC・書類等が覗かれないなどプライバシーが守られていること 

９．店舗を使う時に、３つの密（密閉、密集、密接）が回避やソーシャルディスタンスの確保ができるこ

と 

10．その他（                    ） 
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