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第 6 次大府市総合計画 
知多都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

（都市計画区域マスタープラン） 

第 4 次大府市都市計画マスタープラン 

大府市立地適正化計画 

  

 

・コンパクト+ネットワーク 
・民間施設の誘導 
・市街地空洞化の修正 
・時間軸を持ったアクションプラン 
・まちづくりへの公的不動産の活用 

・駅周辺の課題整理 
・まちづくりの方向性 

・まちづくりの実現に向けた取組 

 

共和駅周辺まちづくり計画  
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図 1-1 計画区域 

共和駅 共和駅 

共長公民館 
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図 2-2 知多半島エリアの一日平均乗車人数上位 10駅 (出典: 知多半島の統計 令和 2年版) 

図 2-1 JR 線の一日平均乗車人数 (出典:おおぶの統計 令和 4年版) 
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図 2-3 人口・世帯数の推移(出典:国勢調査） 

図 2-4 共和駅周辺（800m 圏内）の人口推移 (出典:住民基本台帳) 
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図 2-6  共和駅周辺の人口密度分布【100ｍメッシュ】 (出典:R2 住民基本台帳) 

図 2-5 大府北山特定土地区画整理事業の位置図 
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図 2-7 共和駅周辺の土地利用現況 (出典:Ｈ30 都市計画基礎調査) 
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図 2-8 共和駅周辺の建物現況 (出典: H29 都市計画基礎調査) 
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図 2-9 共和駅周辺の建築年代別の建築物分布状況 (出典:H29 都市計画基礎調査) 

300ｍ 
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図 2-10 大府市の地価の推移 (出典:地価公示) 

図 2-11 愛知県内の住宅地の地価の比較 (出典:R4 地価公示) 
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図 2-13 共和駅周辺の駐輪場の状況 (出典：大府市資料) 

図 2-12 共和駅周辺の駐車場の状況 (出典: 大府市資料) 
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図 2-14 共和駅周辺の地域資源の状況 
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対象者 対象者数 回収数 回収率 

通勤者（企業１） -  301 - 

通勤者（企業２） 344 169 49.1％ 

通学者（大学生） -  39 - 

合計  509  

 

 

 

 

 

 

 

図 2-16 アンケート調査結果【駅の利用実態】 

図 2-15 アンケート調査結果【回答者の属性】 
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図 2-18 アンケート調査結果【選択施設の利用頻度】 

図 2-17 アンケート調査結果【駅に望む施設】 
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図 2-19 行動調査結果【回答者の属性】 
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図 2-20 行動調査結果【平日・休日における来訪者の目的先と交通手段】 
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図 2-22 行動調査結果【平日・休日別の来訪者の年齢層と目的】 

図 2-21 行動調査結果【平日・休日別の来訪者の年齢層と交通手段】 
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図 2-23 各地点の朝・夕の交差点交通量調査結果 
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図 2-24 駅前広場・自由通路の歩行者・自転車交通量調査結果 
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図 2-25 駅前広場のエリア区分（東側） 
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図 2-26 駅前広場のエリア区分（西側） 
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図 2-27 商業施設の立地状況（出典：都市計画基礎調査） 

※商業施設は、「小売店、卸売店、百貨店、その他の物販販売施設」「食堂、喫茶店、スナック、その他の飲食業を営む施

設」「理容店、美容院、レンタル業、銀行の支店、保険代理店、質屋、結婚式場、その他のサービス施設」のこと 
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※目視による現地調査を実施 

※空き店舗等利活用補助金制度：共和駅・共和駅周辺（商業地域）で空き店舗を利用する新規創業者（小売業、

飲食サービス業、生活関連サービス業）に対する改装費補助、賃貸料補助を実施 

※空き店舗等利活用補助金の対象の有無のみの確認の電話が年数件ある（塾、託児所、エステなど）が、業種や

２階のみなど対象外であることを伝えると、その後進展していない実態もある。 

（空き店舗等利活用補助制度期間：平成 30年度～令和 5年度） 
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図 2-28 人流データ【時間帯別の傾向】 

図 2-29 人流データ【曜日別の傾向】 
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図 2-30 人流データ【滞在時間別の傾向】 

図 2-31 人流データ【居住地域別の傾向】 
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※データ数は、対象エリアのスマートフォンアプリの GPS データを確認した数 

その他、市 web 公開データ ： 月別推移 

 データ計測期間  令和４年１月 ～ 令和５年１月 

（性別・年代別データ数 / データ数の合計） 
図 2-32 人流データ【性別・年代別の傾向】 



- 28 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 29 - 

 

 

立地適正化計画における都市機能誘導区域 
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【期待される効果】 

●共和駅周辺のにぎ

わい創出 

●景観整備などによ

り、住民満足度が

向上 

●定住人口が増加 

●新たな商業・業務

施設の立地 

●地域活動への参加

率向上 

駅周辺の 
にぎわいの実現 

新たな商業・業務施設出店 

まちづくりの方向性 期待される効果 

東部地区 
 

市民が集い、交流を育むにぎわいゾーン 

〇地域活動の充実や市民交流の創出の拠点となる
交流機能を有する施設を整備するエリア。 

〇市営駐輪場・駅前広場などの市有地や民有地の
青空駐車場や駐輪場が存在するため、権利者の
意向を踏まえて、事業化検討を行っていくエリア。 

〇周辺地権者との協議により、まちづくりへの機運を高
め、開発など民間事業を誘導することで、波及効果
を生み出す。 

西部地区 地域資源と連携し、回遊性を高めるゾーン 

〇通勤のための歩行者が多く、駐輪場配置などの課
題があり、歩行者が安全に通行できるようにすること
で、地域価値の向上を図るエリア。 

〇既存駐輪場の移転先の検討が必要だが、歩行者
優先の道路整備を行い、安全な歩行空間を確保
する。 

〇歩行者優先の道路整備を行うとともに、地域の利
便性向上、景観に配慮した整備を行うことが望まし
い。 

〇駅前広場からの道路は、八ツ屋神明社や商業施設
などがあり、すでに歩道などが整備されているエリア。 

〇地域住民とともに景観整備を行うことや、居住・商業
機能などの複合施設を誘導していくことで、街の活性
化を図る。 

〇多様な交流を促すことができるよう、滞留空間を整
備することも必要。 

共
和
駅
周
辺
３
地
区
の
開
発
な
ど
に
よ
る
駅
周
辺
の
に
ぎ
わ
い
の
実
現 

①線路沿いの歩行動線を確保するため、駐輪場の適正配置 
②歩行者の安全を確保するため、道路空間の見直し 
 
 

段階的な事業化 

北西部地区 
 

道路機能の向上を図り、歩行空間の魅力を高めるゾーン 

 
 
 
【段階的に期待される効果】
●景観整備や安全な
歩行空間の広がりによ
り回遊性が向上 

●人通りが徐々に増え
ることで、新 たな 商
業・業務施設を誘発 

●駅前広場の改良によ
り、利便性が向上し、
駅の利用率増加 

●駅周辺の居住人口の
増加 

●地域活動への参加率
が徐々に増える 

【想定される事業】 
・駅前広場の改良 
・立体駐輪場の整備 
・交流機能を有する施設＋複合
的な事業の誘導 
・立体駐車場の誘導 

①交通状況や利用者増加を考慮した駅前広場の改良 
②適切な台数を確保した立体駐輪場の整備 
③交流機能を有する施設に加え、駅周辺のポテンシャルを活か

す複合的な事業の誘導 
④駅利用者の利便性を考慮した駐車場の立体化 
 

 

東部地区 

各地区に課題を抱えている 

共和駅 

北西部地区 

西部地区 共和駅 

・景観整備や安全な歩行空間の広がりにより回遊性が向上 

・人通りが徐々に増えることで、新たな商業・業務施設を誘発 

・駅前広場の改良により、利便性が向上し、駅の利用率増加  

・駅周辺の居住人口の増加 

共和駅 共和駅 

①駅前通りの景観整備を行うことで、居心地のよい歩行空間づくり 
②駅前広場の空間を利用して、滞在空間の整備 
③既存の地域活動との連携を発展させ、駅周辺の活性化に資する  
  複合的な事業を誘導 
 

【今後の取組】 
・まちづくりの方向性に基づいた事業
内容を検討 
・権利者との合意形成 
・各関係者との協議 

【今後の取組】 
・まちづくりの方向性に基づいた事業
内容を検討 
・権利者との合意形成 
・各関係者との協議 

短 期 

中 ・⾧ 期 

中 ・⾧ 期 
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図 6-1 東部地区の事業実施イメージ 
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図 7-1 まちづくり推進体制のイメージ 
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図 7-2 まちづくり推進にむけたフロー 
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