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は じ め に 
 
 
 

「大阪駅北地区先行開発区域Ａ地区開発事業」及び「大阪駅北地区先行開発区域Ｂ地区開発事業」

の 2 つの事業は、いずれも大阪市環境影響評価条例に基づく対象事業に該当し、また相互に関連す

る事業であることから、同条例第 38 条に基づき、環境影響評価の手続きを併合して行います。 

 

事 業 の 概 要 
 
 
 
１ 事業の名称、種類及び事業者 

事業の 

名 称 

大阪駅北地区先行開発区域Ａ地区開発事業

（以下、「Ａ地区事業」という。） 

大阪駅北地区先行開発区域Ｂ地区開発事業

（以下、「Ｂ地区事業」という。） 

事業者 

エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 

大阪駅北地区開発特定目的会社 

積水ハウス株式会社 

ノースアセット特定目的会社 

阪急電鉄株式会社 

メックデベロップメント有限会社 

エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 

大阪駅北地区開発特定目的会社 

積水ハウス株式会社 

ナレッジ・キャピタル開発特定目的会社 

ノースアセット特定目的会社 

阪急電鉄株式会社 

三菱地所株式会社 

メックデベロップメント有限会社 

事業の 

種 類 

建築基準法第 21 条の規定の適用を受ける大規模の建築物の新築の事業 

（延べ面積 10 万ｍ2以上かつ高さ 150ｍ以上に該当） 

 
２ 事業の目的及び内容 

 Ａ地区事業 Ｂ地区事業 

大阪及び関西の再生をリードする拠点として新たなまちづくりが期待される大阪
駅北地区において、知的創造拠点（ナレッジ・キャピタル）をはじめとする高次都
市機能の導入や魅力ある都市環境の創造等により、大阪駅周辺地域や関西圏の活性
化を誘引し、大阪及び関西の都市再生の推進に貢献する。 

目 的 
商業機能、業務機能及び情報受発信機能
を主体に、賑わいや交流のある世界に開
かれた大阪にふさわしい新たな玄関口
を形成する。 

創造、展示、集客・発信、交流の４つの
機能を主体に、最先端の技術、情報、知
識及び人材を資源として未来生活の創
造・受発信を行う知的創造拠点（ナレッ
ジ・キャピタル）を形成する。 

所 在 地 大阪市北区大深町地内 

敷地面積 約 10,570 ㎡ 約 22,700 ㎡ 

容積率最高限度 1,600％ 1,150％ 

建築面積 約 8,400 ㎡ 約 15,700 ㎡ 

容積対象面積 約 169,100 ㎡ 約 261,000 ㎡ 

延べ面積 約 189,600 ㎡ 約 300,000 ㎡ 

 オフィス 約 112,700 ㎡ 約 125,200 ㎡ 

 ナレッジ施設 約 5,800 ㎡ 約 79,700 ㎡ 

 商業施設 約 54,500 ㎡ 約 26,000 ㎡ 

 ホテル・レジデンス － 約 40,000 ㎡ 

 駐車場等 約 16,600 ㎡ 約 29,100 ㎡ 

階 数 地上 37 階・地下 3 階 
南高層棟：地上 37 階・地下 3 階 
北高層棟：地上 33 階・地下 3 階 

建物高さ 約 180ｍ 
南高層棟：約 180ｍ 
北高層棟：約 170ｍ 

駐車台数 約 500 台 約 700 台 

注：規模の詳細に関しては未定であるため、想定している規模が最大となる場合を示している。 
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３ 計画地の位置・施設配置計画 

建物は、中層部の上に壁面を後退させた高層部が乗った形とし、Ａ地区では 1 本、Ｂ地区で

は南北に 2 本の高層部を配置する計画です。また、Ａ地区とＢ地区を地上 2 階レベルでつなぐ

立体多目的屋内通路（歩行者用連絡デッキ）を設置する計画です。 

駐車場は、Ａ地区、Ｂ地区それぞれの地下階に設け、地下車路により接続する計画です。 
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４ 工 事 計 画 

Ａ地区事業とＢ地区事業の工事は、ほぼ同時に行う計画です。工事の全体工程表は下表に示

すとおりです。なお、事業計画地周辺の状況を踏まえ、店舗等の営業が少なく、自動車や歩行

者も少ない夜間にも工事を行う計画です。夜間工事の実施にあたっては、警察、道路管理者等

関係機関と協議調整の上、安全で環境に配慮した工事計画を立て実施します。 

工事の全体工程（Ａ地区、Ｂ地区） 

年 次 １ ２ ３  

基礎工事              

建設工事   

  

 

 

 

     

  

外構工事              

山留・杭工事 

掘削工事・地下躯体工事 

仕上工事 

地上躯体工事 

外構工事 地下車路、立体多目的屋内通路設置 

 
 

環境影響評価の項目、調査、予測及び評価の手法  
 
 
１ 環境影響評価項目 

本事業の実施により影響を受けると考えられ、環境影響評価において予測・評価を行う必要

があると考えられる項目として、大気質、騒音、振動、低周波音、地盤沈下、日照阻害、電波

障害、廃棄物・残土、地球環境、気象（風害を含む）及び景観の 11 項目を選定しました。 

環境影響評価項目と環境影響要因の関係 
 環境影響要因 

施設の存在 施設の利用 建設工事中 

環境影響評価項目 建 築 物 
の 存 在 

施 設 の
供 用

施 設 関 係
車 両 の
走 行

建 設 機 械
の 稼 働

工 事 関 係 
車 両 の 
走 行 

土 地 の
改 変

大気質  ○ ○ ○ ○  

騒 音  ○ ○ ○ ○  

振 動   ○ ○ ○  

低周波音  ○     

地盤沈下 ○     ○ 

日照阻害 ○      

電波障害 ○      

廃棄物・残土  ○    ○ 

地球環境  ○     

気象（風害を含む） ○      

景 観 ○      

 

２ 調査の手法 

環境影響評価項目について、既存資料の収集・整理及び現地調査を実施することにより、事

業計画地周辺の現況を把握しました。 

 
３ 予測評価の手法 

環境影響評価項目について、事業の実施が周辺環境に及ぼす影響を、数値計算や類似事例に

よる推計等により予測しました。 

また、この予測結果について、大阪市の環境影響評価技術指針を踏まえ、以下の観点から評

価を行いました。 

・環境への影響を最小限にとどめるよう、環境保全について配慮されていること。 

・大阪市環境基本計画等の目標、方針の達成と維持に支障がないこと。 

・関係法令等に定められた規制基準等に適合すること。 
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環境影響予測の結果 
 

１ 大 気 質 

■ 施設の利用による影響 

施設の供用による影響については、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質とも、本事業による濃度

の増加は小さく、施設供用時の事業計画地周辺における環境濃度は、二酸化窒素（日平均値の

年間 98％値）が 0.049ppm以下、浮遊粒子状物質（日平均値の 2％除外値）が 0.069   

mg/ｍ３以下となり、環境基準値以下となると予測されました。施設関係車両の走行による影

響についても、本事業による濃度の増加は小さく、施設供用時の関係車両主要走行ルート沿道

における環境濃度は、二酸化窒素（日平均値の年間 98％値）が 0.047ppm以下、浮遊粒子状

物質（日平均値の 2％除外値）が 0.072mg/ｍ３以下となり、環境基準値以下となると予測さ

れました。 

■ 工事の実施による影響 

建設機械等の稼働による影響については、工事最盛期の周辺住居地等における環境濃度は、

二酸化窒素（日平均値の年間 98％値）が 0.059ppm以下、浮遊粒子状物質（日平均値の 2％

除外値）が 0.078mg/ｍ３以下となり、環境基準値以下となると予測されました。工事関係車

両の走行による影響についても、工事最盛期の関係車両主要走行ルート沿道における環境濃度

は、二酸化窒素（日平均値の年間 98％値）が 0.048ppm以下、浮遊粒子状物質（日平均値の

2％除外値）が 0.072mg/ｍ３以下となり、環境基準値以下となると予測されました。 

2 騒 音 

■ 施設の利用による影響 

施設の供用により発生する騒音の事業計画地敷地境界における騒音レベルは、規制基準値を

下回ると予測されました。周辺住居地等においては、屋外設置設備等により発生する騒音の騒

音レベルは昼間で 51 デシベル以下、夜間で 42 デシベル以下となり、現状の騒音を変化させ

ることはほとんどないと予測されました。また、施設関係車両の走行による、関係車両主要走

行ルート沿道における騒音の上昇は 0.4 デシベル以下となり、影響はほとんどないと予測され

ました。 

■ 工事の実施による影響 

建設機械等の稼働により発生する騒音の事業計画地敷地境界における騒音レベルは 71 デシ

ベル以下となり、規制基準値を下回ると予測されました。また、工事関係車両の走行による、

関係車両主要走行ルート沿道における騒音の上昇は最大で 1.4 デシベルと予測されますが、ほ

とんどの地点で環境基準値以下となると予測されること、予測値が環境基準値を上回っている

地点については、上昇は 1 デシベル未満となっていることから、影響はほとんどないと予測さ

れました。 

３ 振 動 

■ 施設の利用による影響 

施設関係車両の走行による、関係車両主要走行ルート沿道における振動の上昇は 0.6 デシベ

ル以下となり、影響はほとんどないと予測されました。 

■ 工事の実施による影響 

建設機械等の稼働により発生する振動の事業計画地敷地境界における振動レベルは 71 デシ

ベル以下となり、規制基準値を下回ると予測されました。 

また、工事関係車両の走行による、関係車両主要走行ルート沿道における振動の上昇は 2 デ

シベル以下となり、工事中の道路交通振動は 51 デシベル以下と、振動に対する人の感覚閾値

といわれる 55 デシベルを下回ると予測されました。 

４ 低周波音 

■ 施設の利用による影響 

施設の供用により発生する低周波音の周辺住居地等における到達Ｇ特性音圧レベルは 75 デ

シベル以下となり、また、現況のＧ特性音圧レベルと合成した総合音圧レベルは、環境省の示

す心身に係る苦情に関する参照値（92 デシベル）を下回ると予測されました。 

５ 地盤沈下 

■ 施設の存在及び工事の実施による影響 

施設（地下構造物）の存在により発生する地下水位変動に伴う地盤沈下は最大で約 3.2mm、

工事の実施（山留壁の変形等）に伴う地盤沈下は約 13mm と予測されましたが、工事期間中

は管理基準値（一般的な管理基準値は約 10～15mm）を元に計測管理を行いながら施工を行

い、安全性を確保します。 
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６ 日照阻害 

■ 施設の存在による影響 

事業計画地内の建築物における日影は、事業計画地の北西から北東側の広い地域に及ぶと予

測されましたが、その範囲は商業地域及び準工業地域となっており、また、建築基準法による

日影規制を満足する結果となっています。 

７ 電波障害 

■ 施設の存在による影響 

事業計画地内の建築物により、大阪局、神戸局からのテレビジョン電波についてしゃへい障

害等が発生すると予測されますが、その範囲の大部分は共同受信施設を設置、もしくはケーブ

ルテレビ局に加入してテレビ電波を受信している地域となっています。 

また、本事業の実施にあたっては工事中を含め、建物の建設状況及びクレーンの設置高さを

踏まえて、事前に対策が必要な地域について、共同受信施設の再設置、もしくはケーブルテレ

ビ局への加入等の適切な対策を行います。 

８ 廃棄物・残土 

■ 施設の利用による影響 

施設の利用に伴い事業計画地全体から排出される廃棄物量は 4,297t/年となり、平成 18 年

度の大阪市の一般廃棄物の排出量の 0.26%に相当すると予測されました。これらの廃棄物に

ついては、「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」

等の関係法令に基づき、適正に処理するとともに、その内容を関係機関に報告します。また、

これらの廃棄物の約 40％がリサイクルできると予測されました。 

■ 工事の実施による影響 

建設工事に伴い発生する廃棄物発生量は 3,101t/年となり、平成 17 年度の大阪市の産業廃

棄物の排出量の 0.05%に相当すると予測されました。また、工事の実施にあたっては、関係

法令に基づき、撤去物については種類ごとに分別し、中間処理業者に引き渡すことにより再生

骨材、路盤材等としてリサイクルを可能な限り図ることなどにより、90％以上が、リサイクル

できると予測されました。 

９ 地球環境 

■ 施設の利用による影響 

施設の利用に伴い施設から排出される二酸化炭素は 64,027 t-CO2/年となり、本計画で取

り入れる予定の自然換気、高効率機器の採用などの環境負荷低減手法により、これらの手法を

とらない場合の排出量（75,246 t-CO2/年）に比べ、約 15％削減されると予測されました。 

10 気象（風害を含む） 

■ 施設の存在による影響 

施設完成後の事業計画地周辺の風環境については、事業計画地及びその周辺の必要な部分に

防風対策用の植栽を行うことなどにより、事務所街において望ましい風環境となるものと予測

されました。なお、事業計画地周辺の植栽については、今後、関係部局等と協議を行い、実施

に努めます。 

11 景 観 

■ 施設の存在による影響 

計画建物の出現により、周辺の眺望の状況が変化することになりますが、計画建物について

は、中層部から高層部をセットバックし、圧迫感を軽減した計画としていること、計画建物の

外観・色彩については、周辺と調和したものとする計画であることから、景観に違和感を与え

ることはないと予測されました。また、計画建物の外観・色彩等については、大阪駅前のシン

ボル・顔となる風格のあるものとし、また、道路沿いには植栽や水景を配置し、大阪の都心に

ふさわしい新たな景観の創出にも寄与するよう計画しています。 

 

評 価 の 結 果 
 

 

 

各環境影響評価項目についての予測結果は以上の通りであり、また、次ページに示す環境の保全

及び創造のための措置を講じることから、環境保全目標を満足するものと評価しています。 
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環境の保全及び創造のための措置  

 

１ 工 事 計 画 

・工事区域の周囲に遮音壁を兼ねた仮囲いを設置し、また適宜散水及び車両の洗浄を行う。 

・最新の排出ガス対策型建設機械及び低騒音・低振動型の建設機械・工法の使用に努める。 

・工事の平準化及び同時稼働のできる限りの回避等の適切な施工管理を行う。 

・地下工事については、1 階床を施工した後に地下の掘削・躯体工事を行う逆打工法を採用し、

騒音の周辺への影響及び山留壁変形に伴う周辺敷地の地盤変形の低減に努める。 

・建設機械等の稼働状況を把握するとともに、万一問題が発生した場合には、関係機関と協議の

上、適切な対策等を検討・実施する。 

・建設資機材搬入車両の計画的な運行により、工事関係車両の台数をできる限り削減するととも

に、車両の分散化を図る。 

・廃棄物については、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）等

の関係法令に基づき、発生抑制・減量化・リサイクル等について適正な措置を講じる。 

２ 交 通 計 画 
・公共交通機関の利用者ネットワークに配慮した施設配置・利用者動線など、適切な交通アクセ

ス確保のための対策を検討する。 

・事業計画地周辺の企業や関係諸機関等と連携した梅田エリア全体による公共交通機関の利用促

進への取り組みや、施設で使用するサービス関連車両についての低公害型（低燃費、低排ガス）

車両の導入などを検討する。 

３ 緑 化 計 画 
・「大阪市緑の基本計画重点アクションプラン２」において大阪駅北地区に求められている「水と

緑豊かなまちづくり」及び「大阪駅北地区まちづくり基本計画（大阪市）」の「水と緑のネット

ワーク構想」の推進をめざし、建物外周部分に、周辺道路に整備される街路樹と一体となった

植栽を計画・配置するとともに、Ｂ地区北部の多目的広場（自然軸）及びその北東に隣接する

オープンスペースにおいては、周辺の既存市街地の緑地と連携するよう、まとまった緑地を配

置する。 

４ 施 設 計 画 
・計画建物について中層部と高層部による構成とし、高層部については板状を避け、航空制限の

範囲内でなるべく細長いタワー形状とする。また、Ｂ地区については、高層部タワーを 2 本に

分散させた計画とし、2 棟間の間隔を十分とる計画とする。 

・空調設備等について、低騒音・低振動型の設備を可能な限り採用するとともに、必要に応じて

防音壁の設置等の対策を行う。また、エネルギーの効率的利用のため、高効率機器の採用を中

心に、電力需要のピークカットや夜間電力の有効利用を行う設備計画とする。 

・建物外装を高性能ガラス、高断熱壁・屋根で構成するとともに、自然換気、外気冷房など自然

エネルギーを積極的に利用し、空調負荷を低減する。 

・水の効率的利用を図るため、敷地内の雨水や生活排水の一部を再利用する。 

・エネルギーの効率的利用のため、Ａ地区及びＢ地区の各建物でのエネルギーの消費・運転状況

を一元的に管理するビルエネルギーマネジメントシステム（ＢＥＭＳ）を採用するとともに、

ＡＢ地区全体でのエネルギーの消費・運転状況を一元的に管理するエリアエネルギーマネジメ

ントシステムにより、地区全体における効率的なエネルギー利用を図る。 

・外構部分での散水・打ち水、ドライミストを用いた環境演出装置など、水の気化熱を利用した

外気温上昇抑制への取り組みを検討する。 

・計画建物の外観・色彩については、周辺地域の既存建物と計画建物との調和を図るとともに、

大阪駅前のシンボル・顔となる風格のある都市景観形成を図る。また、建物中層部から高層部

をセットバックさせ、周辺環境への圧迫感を低減した計画とする。 

５ 廃棄物処理  
・「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」等の関係法 

令に基づき、適正に処理するとともに、その内容を関係機関に報告する。 

・入居テナントに対し、廃棄物の分別等の周知徹底を行い、再資源化に努める。 

・厨芥や蛍光灯等の廃棄ごみについても、減量化やリサイクルの方策を検討する。 
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完成予想図

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 お問合せ先 

  三菱地所株式会社 大阪支店 プロジェクト推進室 
   住所 〒530-6033 大阪市北区天満橋１－８－３０（ＯＡＰタワー33 階）
   電話 06-6881-5160（代表）  FAX 06-6881-5140 
 
 
 
 

 


