
 

 

 

 

 

 

 

資料編 １．全体計画の中間取りまとめ（第２回） 

 





 

 

 

 

 

 

 

全体計画の中間取りまとめ（第２回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年７月 

  



 

 

  



 

は じ め に 

 

普天間飛行場の跡地利用については、沖縄県と宜野湾市の共同により、「普天間飛行場

跡地利用基本方針（平成18年２月）」及び「普天間飛行場跡地利用計画の策定に向けた行

動計画（平成19年５月）」を策定しており、これにもとづき、県市の共同調査や宜野湾市

の文化財・自然環境調査、関係者との合意形成に向けた取組を進めてきました。 

また沖縄県では、「沖縄21世紀ビジョン基本計画（平成24年５月）」や「中南部都市圏

駐留軍用地跡地利用広域構想（平成25年１月）」を策定しました。 

平成24年4月には、「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関

する特別措置法」が施行され、返還前の立ち入りのあっせんにかかる国の義務の規定や土

地の先行取得制度が創設されるなど、計画内容の具体化に向けた環境が整ってきています。 

平成24年度は、「普天間飛行場跡地利用計画中間取りまとめ検討委員会」において、｢跡

地利用計画｣の策定に向けた中間的な成果となる「全体計画の中間取りまとめ（委員会案）」

の提言を取りまとめ、この委員会案をもとに、「普天間飛行場跡地利用計画策定審議委員

会」において、「全体計画の中間取りまとめ」の策定に関する審議を行った上で、沖縄県及

び宜野湾市が、「全体計画の中間取りまとめ」を平成25年３月に策定しました。 

平成25年度は、「全体計画の中間取りまとめ」をもとに「計画内容の具体化」に向けた

県民フォーラムの開催による情報発信、ＰＲキャラバンによる市民意見の聴取等を行うと

ともに、跡地利用計画策定に向けた「計画内容の具体化」段階における「行程計画」を作成

しました。 

平成26年度以降は、行程計画にもとづき、県民・地権者等への情報発信、意見聴取や関

係機関との調整を行うとともに、「全体計画の中間取りまとめ」における「計画づくりの方

針」で示した「今後の取組」等に有識者等への意見聴取や検討会議を通して継続的に取り

組んでいます。検討の深化に伴う計画条件の更新に加え、国や沖縄県による広域都市基盤

に関する検討の進展により、「全体計画の中間取りまとめ」で示した計画条件から変更が

生じています。そこで、返還等の見通しや、文献調査等による現況の詳細把握、有識者検討

会議、県民・市民等の意見、関連計画の進捗等の「全体計画の中間取りまとめ」以降の検討

経過、社会状況等の変化を踏まえ、跡地利用計画の策定に向けた中間的な成果を更新する

こととし、「普天間飛行場跡地利用計画中間取りまとめ（第２回）検討委員会」において、

｢全体計画の中間取りまとめ（第２回）(委員会案)｣の提言を取りまとめました。その委員会

案をもとに「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画（令和４年５月）」を踏まえて、「全体計

画の中間取りまとめ（第２回）」を策定しました。 
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「全体計画の中間取りまとめ（第２回）」の位置づけ 

１．普天間飛行場の跡地利用計画の策定に向けた取組の流れ 

１）基本方針の策定等 

平成８年の「沖縄に関する特別行動委員会」（SACO）の最終報告において、普天間

飛行場の全面返還が合意され、平成11年に「普天間飛行場の移設に係る政府方針」が閣

議決定された。また、平成14年に策定された「沖縄振興計画」においては、普天間飛行

場の跡地利用について、「沖縄県全体の振興に影響が及ぶと考えられていることから、

国、県、宜野湾市が連携して、跡地利用の基本方針及び跡地利用計画の策定に向けて取

り組む」と定められた。この流れのなかで平成18年２月に沖縄県及び宜野湾市が「普天

間飛行場跡地利用基本方針」（以下「基本方針」という。）を策定している。 

平成18年５月には、日米安全保障協議委員会（「２＋２」）で合意された「再編の実

施のための日米ロードマップ」に、嘉手納飛行場より南の米軍施設６施設の返還検討が

示され、普天間飛行場は全面返還を検討することとされた。 

これらの状況を踏まえ、平成 19 年５月に沖縄県及び宜野湾市が「普天間飛行場跡地

利用計画の策定に向けた行動計画」（以下「行動計画」という。）を策定している。 

２）全体計画の中間取りまとめ 

平成19年度以降は、「行動計画」にもとづき県市共同調査において「前提条件の整理、

計画方針の取りまとめ」に向けた検討を行うとともに、宜野湾市は、自然環境や文化財

調査、地権者への情報提供及び意見交換を進めてきている。 

一方、沖縄県では「沖縄21世紀ビジョン基本計画（平成24年5月）」や中南部都市圏

駐留軍用地跡地を対象とした広域計画である「中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構

想（平成25年1月）」（以下「広域構想」という。）を策定している。 

また、平成24年４月には「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推

進に関する特別措置法」（以下「跡地利用推進法」という。）が施行され、返還前の立

ち入りあっせんにかかる国の義務の規定や土地の先行取得制度が創設されるなど、計画

内容の具体化に向けた環境が整ってきている。 

平成 24 年度は、「普天間飛行場跡地利用計画中間取りまとめ検討委員会」において、

｢跡地利用計画｣の策定に向けた中間的な成果となる「全体計画の中間取りまとめ（委員

会案）」の提言を取りまとめ、この委員会案をもとに、「普天間飛行場跡地利用計画策

定審議委員会」において、「全体計画の中間取りまとめ」の策定に関する審議を行った

上で、沖縄県及び宜野湾市が、「全体計画の中間取りまとめ」を平成 25 年３月に策定

した。 
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３）全体計画の中間取りまとめ（第２回） 

「全体計画の中間取りまとめ」策定後、平成25年４月には、「沖縄における在日米軍

施設・区域に関する統合計画」（以下「統合計画」という。）が公表され、普天間飛行

場については県内で機能移転後に返還、返還時期は令和４(2022)年度又はその後と示

され、このうち東側沿いの土地約４ヘクタールについては平成29年７月に、佐真下ゲ

ート付近の土地約0.1ヘクタールについては令和２(2020)年12月に返還された。 

平成25年度は、「全体計画の中間取りまとめ」をもとに「計画内容の具体化」に向け

た県民フォーラムの開催による情報発信、ＰＲキャラバンによる市民意見の聴取等を行

うとともに、跡地利用計画策定に向けた「計画内容の具体化」段階における「行程計画」

を作成した。 

平成26年度以降は、行程計画にもとづき、県民・地権者等への情報発信、意見聴取や

関係機関との調整を行うとともに、「全体計画の中間取りまとめ」における「Ⅱ 計画づ

くりの方針」で示した「今後の取組」等に有識者等への意見聴取や検討会議を通して継

続的に取り組んでいる。具体的には、跡地利用を図る上で継承すべき普天間飛行場に残

る自然・歴史環境資源等の現況を既往文献等から把握し、緑・地形・水等の自然環境と

歴史を含む風土に根ざした琉球の文化を生んだ「シマの基層」を跡地の骨格を形成する

要素（普遍的資源）と捉え、跡地の自律的発展や高付加価値化に向けて、普遍的資源と

都市的土地利用の融合を目指すことを打ち出した。広域都市基盤についても国や沖縄県

によって検討が進められており、「全体計画の中間取りまとめ」で示した計画条件から

変更が生じている。 

そのため、返還等の見通しや、文献調査等による現況の詳細把握、有識者検討会議、

県民・市民等の意見、関連計画の進捗等の「全体計画の中間取りまとめ」以降の検討経

過、社会状況等の変化を踏まえ、跡地利用計画の策定に向けた中間的な成果を更新する

こととし、「普天間飛行場跡地利用計画中間取りまとめ（第２回）検討委員会」におい

て、｢全体計画の中間取りまとめ（第２回）(委員会案)｣の提言を取りまとめ、その委員

会案をもとに「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画（令和４年５月）」を踏まえて、「全

体計画の中間取りまとめ（第２回）」を策定した。 

４）跡地利用計画の策定 

今後、「全体計画の中間取りまとめ（第２回）」をもとに継続的に「計画内容の具体

化」に向けた県民・地権者等の意見聴取や関係機関との調整を行う。また、将来の経済

社会の変化、情報通信手段等の技術進歩、県民の嗜好の変化などに対応し得る計画づく

りに配慮し、検討状況の進捗に応じて柔軟に中間的な成果の更新を行いながら、立ち入

り調査による計画条件（文化財、樹林地、洞穴、地下水系等）の明確化、土地活用の時

間軸が明らかになった段階で行う用地需要見通し（立地企業や来住者の進出意向）等を

反映した計画更新を行った上で、計画内容を詳細化した「跡地利用計画」を策定する予

定である。なお、「跡地利用計画」の前提となる中間的な成果（中間取りまとめ）の最

終更新版は、「全体計画」と呼称する。  
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図—１ 跡地利用計画の策定までの取組の流れ  
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「前提条件の整理」、「計画方針の取りまとめ」に向けた取組 
平成 19(2007)～平成 24(2012)年度（沖縄県・宜野湾市） 
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普天間飛行場跡地利用基本方針 平成 18(2006)年２月（沖縄県・宜野湾市） 
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・新・沖縄 21 世紀ビジョン基本計画 

令和４(2022)年５月 

・沖縄県における在日米軍施設・区域に 

関する統合計画 

平成 25(2013)年４月 

県民・地権者等との合意形成の促進 

県内外に向けた「跡地利用情報」の発信 

今後の計画づくりの推進 

取組方針 
・「全体計画の中間取り

まとめ(第２回)」の理

解と考え方の共有及び

意見聴取 

・「計画内容の具体化」

段階等における「行程

計画」の更新及び実行 

・跡地整備の実現に向け

たしくみづくり 

継続的な取組 
・合意形成の促進及び県内外に向けた

情報発信 

・地権者の協働による土地活用に向け

た取組 

・立ち入り調査による現況把握の促進 

・広域的な都市基盤整備にかかる計画

の具体化 

・「計画づくり」の推進に向けた継続的

な取組 

・機能誘致等に向けた取組 

「全体計画」の策定 
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２．「全体計画の中間取りまとめ（第２回）」の作成方針 

「全体計画の中間取りまとめ（第２回）」は、「跡地利用計画の策定」に向けた中間的

な成果として作成した「全体計画の中間取りまとめ」以降の取組経過を踏まえた更新版

として作成 

１）「全体計画の中間取りまとめ（第２回）」の役割 

① 跡地利用関係者との合意形成の促進 

・ 「全体計画の中間取りまとめ（第２回）」では、跡地利用の方針をより具体的に提示する

ことにより、県民・市民・地権者等の関係者の跡地利用に対する関心を高め、合意形成を

促進 

② 県内外に向けた「跡地利用情報」の発信 

・ 「全体計画の中間取りまとめ（第２回）」を活用して、県内外の開発事業者、立地企業、

来住者等に跡地利用への参加を呼びかける「跡地利用情報」を引き続き発信することによ

り、跡地利用の実現に向けた機能誘致を促進 

③ 今後の計画づくりの推進 

・ 跡地利用計画の策定に向けた中間的な成果の更新版である「全体計画の中間取りまとめ

（第２回）」で明示する、跡地利用の目標及び跡地の将来像の実現に向けて、現段階での

到達点とあわせて、さらに必要な情報の収集、重要な検討課題、今後の計画づくりの手順

等を整理し、引き継ぐことにより、「計画内容の具体化」段階における計画づくりを推進 

２）「全体計画の中間取りまとめ（第２回）」への更新の視点 

① 上位計画等の改定 

・ 「全体計画の中間取りまとめ」策定以降に策定・改定された既定計画、関連調査等の内容

を反映 

② 状況の変化等 

・ 統合計画で示されたキャンプ瑞慶覧全体の返還見通しから中部縦貫道路のルート見直し 

・ 現時点で想定される返還時期が不確定 

・ 西普天間住宅地区跡地開発の進展など周辺状況の変化 

・ 社会経済動向の変化 

＊今後、沖縄県においても人口減少・超高齢化の時代が到来 

＊空港・港湾施設等の拡張により、観光需要、特にインバウンド需要の増大見込み 

＊ウィズ/ポストコロナ時代の新しい生活様式への転換が加速化 

＊高度な先端技術の導入であらゆる課題が解決されていく「Society5.0」社会への変革 

＊持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）達成と持続可能な社会の実現に向けた取組の推進 

＊脱炭素社会（カーボンニュートラル）の実現に向けた取組の推進 

＊デジタル技術の進化と変革（ＤＸ(デジタルトランスフォーメーション)） 
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③ 計画条件の更新 

・ 関連文献調査やヒアリング等により普天間飛行場の現況について詳細な情報を確認し、自

然環境や文化財にかかる計画条件を更新 

・ 主要幹線道路及び鉄軌道を含む公共交通軸のルート・構造等、広域的な都市基盤整備にか

かる検討の進捗 

④ 「全体計画の中間取りまとめ」以降の検討経過 

・ 有識者や地権者等で構成する有識者検討会議等により、新たに提起、示唆された事項等の

「計画内容の具体化」段階における取組成果 

３）「全体計画の中間取りまとめ（第２回）」の内容 

① 跡地利用の目標と実現に向けた取組 

・ 「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画」等の広域計画や｢基本方針」の跡地利用の目標、基

本姿勢、跡地利用促進戦略等を踏まえ、計画づくりの前提となる「跡地利用の目標」を提

示 

・ また、「跡地利用の目標」の実現に向けて取り組む事項を提示 

② 跡地の将来像 

・ 前項①で示した「跡地利用の実現に向けた取組」のうち、新しい都市像を実現するための

取組を、計画づくりにおける「跡地の将来像」と位置づけ 

・ 返還等の見通しを踏まえ、中長期的視点をもって跡地利用に取り組む中、目指すべき跡地

の将来像の実現に向けて、時間が経過しても変わらない視点を「揺るぎないまちづくりの

方向性」として明示 

③ 計画づくりの方針 

・ 広域計画や「全体計画の中間取りまとめ」以降の分野別の計画内容の検討経過を踏まえ、

前項②で示した跡地の将来像（揺るぎないまちづくりの方向性）の実現を目指し、現段階

における方針を取りまとめるとともに、今後の「計画内容の具体化」段階における取組の

方向を提示（「全体計画の中間取りまとめ」からの更新） 

④ 空間構成の方針 

・ 跡地の将来像及び跡地のまちづくりの全体像をわかりやすく表わすために、優先すべき自

然・歴史特性の配置を確認の上、現段階で把握・想定する計画条件を反映した緑地空間、

土地利用ゾーン及び交通網の｢配置方針」にもとづき、｢配置方針図」を作成（「全体計画

の中間取りまとめ」からの更新） 

⑤ 今後の取組内容と手順 

・ これまでの検討成果にもとづき、「計画内容の具体化」段階における主要な取組の内容や

手順、さらに今後の計画条件の更新にかかる取組内容については取組時期等を取りまとめ 
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４）「全体計画の中間取りまとめ（第２回）」の性格 

① 現段階で得られる計画条件にもとづく中間段階の計画 

・ 「全体計画の中間取りまとめ（第２回）」は、「新・沖縄 21 世紀ビジョン基本計画」や

「広域構想」等の広域計画や「基本方針」を踏まえ、現段階で推定される跡地の現況にも

とづく中間段階の計画の更新版 

② 今後の新たな計画条件にもとづく柔軟な計画更新を前提 

・ 「全体計画の中間取りまとめ（第２回）」は、現段階で把握できている条件の下で、現時

点の価値観や技術等の将来見通しを踏まえた策定時点の最適版であることから、今後、立

ち入り調査による計画条件の明確化、用地需要見通し等を反映するとともに、社会状況等

の変化に対応し、柔軟に計画を更新していくことを前提 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 跡地利用の目標と実現に向けた取組 
 

 

 

 

 

  

「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画」、「広域

構想」等の広域計画や｢基本方針」を踏まえて、跡

地利用の目標等を取りまとめ、跡地利用計画の策定

に向けた前提として位置づけ 
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１．跡地利用の目標 

１）新たな沖縄の振興拠点の形成 

「新・沖縄 21 世紀ビジョン基本計画」や「広域構想」の実現に向けて、跡地に期待

される施策を導入し、新たな沖縄の振興拠点を形成 

① 新たな機能の導入に向けた受け皿整備 

・ 跡地においては、「広域構想」に位置づけられている「振興拠点地区の形成による自立経

済の構築」等に向けて、広大な空間における優れた環境づくりやまとまりある用地供給の

可能性を活かして、アジアのダイナミズムを取り込み、県内外からの新たな機能の導入に

向けた基幹産業等の集積拠点や新たな振興拠点にふさわしい受け皿を整備 

② 跡地利用と連携した広域的な都市基盤の再編・強化 

・ 跡地においては、中南部都市圏の中央に位置する広大な空間を活かして、大規模な緑地空

間を整備するとともに、中南部都市圏の軸状の発展を支える広域的な交通網を再編 
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【参考：「新・沖縄 21 世紀ビジョン基本計画」の概要（1/2）】 

〇「新・沖縄 21 世紀ビジョン基本計画」（令和４年５月、沖縄県） 

・本計画はこれまでの沖縄振興分野を包含する総合的な基本計画であり、「沖縄 21 世紀ビ

ジョン」に掲げる県民が望む将来像の実現に向けた行動計画であり、SDGs の達成に寄与

することを求めつつ、沖縄振興の基本方向や基本施策等を明らかにするものであると同時

に、沖縄振興特別措置法に規定する沖縄振興計画としての性格を併せ持っている 

・「沖縄２１世紀ビジョン」で示す将来像の実現とＳＤＧｓの推進に向けて、社会・経済・環

境の３つの枠組みの統合的な取組による各施策展開を図るため、「平和で生き生きと暮らせ

る『誰一人取り残すことのない優しい社会』の形成」、「世界とつながり、時代を切り拓く

『強くしなやかな自立型経済』の構築」、「人々を惹きつけ、ソフトパワーを具現化する『持

続可能な海洋島しょ圏』の形成」の３つの基本方向を示す 

・概ね 2030 年を目途とする「沖縄 21 世紀ビジョン」で掲げる将来像の実現や固有課題の

解決を目指す 

 

・第４章「基本施策」及び第５章「克服すべき沖縄の固有課題」、第６章「県土のグランドデ

ザインと圏域別展開」にて駐留軍用地の跡地利用について記載 

 
   

第４章 ３．希望と活力にあふれる豊かな島を目指して 

（13）駐留軍用地跡地の有効利用の推進 

・駐留軍用地跡地の有効利用と県土構造の再編により、世界に誇れる沖縄らしい風景の再生

や景観の創出、新たな都市空間の形成、平和・共生を理念とし、環境に配慮した持続可能

な沖縄の発展を目指す 

・各跡地が固有に持つ特性や跡地間の役割分担を考慮し、効果的な跡地利用を行うため、次

に掲げる施策を推進。 

① 広域的かつ総合的なビジョンを踏まえた駐留軍用地跡地利用の推進 

② 国家プロジェクトの導入 

・駐留軍用地の返還後、速やかに事業着手するため、次に掲げる施策を推進 

① 駐留軍用地跡地利用計画の策定推進と支障除去措置の徹底 

② 公共用地の先行取得の推進 
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【参考：「新・沖縄 21 世紀ビジョン基本計画」の概要（２/2）】 

  

第５章 １．克服すべき沖縄の固有課題 

（２）駐留軍用地跡地の有効利用による県土構造の再編 

・基地の集中により歪められた県土構造の再編は、解決・改善を図るべき不可欠の課題であ

り、国による一層の諸条件の整備と財政措置が必要となる。跡地を活用した骨格的な道路

網の整備や鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入、平和希求のシンボル及び防災拠

点機能を備える国営大規模公園の整備や国際的な交流・貢献拠点の核となる高次都市機能

の導入等について、国家プロジェクトとして国に求め、我が国全体あるいはアジアや世界

においても際立つ最先端のプロジェクトを推進する受け皿を創出する 

・広大な面積を有する一団の土地が、市街地が広がる中南部都市圏において沖縄の未来の振

興・発展のために利用可能となる。広域的かつ総合的なビジョンの下、県土構造の再編に

つながる戦略的な跡地利用を推進し、本県全体ひいては我が国の未来を牽引する新しい都

市づくりに向けて、駐留軍用地跡地の有効利用を具体化していく 

（嘉手納飛行場より南の大規模駐留軍用地土地の有効活用） 

・中南部都市圏の駐留軍用地跡地全体における土地利用の基本方針は、広域的かつ総合的な

視点を踏まえ、以下のとおりとする 

① 中南部都市圏において総量が特に不足している「公園・緑地」の確保に努める 

② 各跡地の有する特性を生かした産業や機能の立地誘導に必要な用地の確保に努める 

③ 中南部都市圏の人口や住宅需給量の将来見通しを踏まえ、各跡地利用計画の内容に留

意し、住宅地や商業地、その他の公共用地の確保を図る 

・普天間飛行場の跡地（約476ha）については、平和希求のシンボル及び防災拠点機能を

備える国営大規模公園の整備を国に求めるとともに、体系的な幹線道路網の整備、鉄軌道

を含む新たな公共交通システムの導入など、県土構造の再編を視野に入れた総合的かつ計

画的な魅力あるまちづくりを進める 

 

第６章 ２．県土の広域的な方向性 

（１）中南部都市圏の形成と駐留軍用地跡地の有効利用 

（県全体の持続可能な発展を牽引する中南部都市圏の形成） 

・中南部都市圏を構成する各地域の個性や特長を生かし、各拠点が相互に連携・交流する地

域拠点ネットワーク型の都市圏の構築を図るとともに、多様性と包摂性、魅力と国際性を

備えた持続可能な都市圏の形成に取り組むことが重要 

・沖縄本島を縦断する鉄軌道を含む新たな公共交通システム等の導入に向けた取組や駐留

軍用地跡地の有効利用とも連動しながら、自然資源や歴史資源等の保全を図りつつ、観光

振興や産業振興等に資する土地利用を広域的かつ計画的に展開していく必要がある。この

ため、関係市町村と連携の下、中南部都市圏を一体の都市として捉えた都市計画区域の再

編も視野に入れながら、持続可能な都市圏の形成に資する都市計画や交通政策を総合的か

つ計画的に推進する 

（駐留軍用地跡地の有効利用による県土構造の再編） 

・返還が予定されている大規模な駐留軍用地跡地の有効利用は、県民の安全・安心と良好な

生活環境の回復に向けた県土構造の再編につながる大きなインパクトを有している。長期

的視点に立ち、今後及び将来の本県発展の推進力となる魅力・活力の創出と均衡ある県土

のグランドデザインの下、広域的な幹線道路の整備、鉄軌道を含む新たな公共交通システ

ムの導入等に取り組む 

・既返還地の跡地利用においては、その用途の大半が大規模商業施設や住宅となっており、

これまでと同様の手法で今後の跡地利用を実施した場合、広大な駐留軍用地跡地及び周辺

が有する潜在力を引き出せないことが懸念される 

・跡地利用を通じた新しいまちづくりでは、望ましい緑地環境の保全・創出、魅力ある景観

の形成、貴重な自然・文化の再生等に努めることで、沖縄らしい景観・風景を次世代に引

き継ぎ、時間とともに価値が高まる価値創造型のまちづくりを推進する 

・国内外の需要・ニーズに戦略的に対応する産業の創出、さらに、多核連携型の国づくりの

一翼を担う我が国の拠点として、先端技術やICT等を先駆的に導入・利活用するスマート

シティ等の近未来の都市づくりを推進する 
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【参考：「中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想」の概要（1/2）】 

〇中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想（平成 25 年１月策定） 

・ 「沖縄２１世紀ビジョン（平成 22 年３月）」では、今後返還が予定されている大規模な

基地跡地は、沖縄の新たな発展のための貴重な空間として、県民、地権者、行政等の連携

と協働による広域的な構想を立案するとされている 

・ それを受けて、沖縄県・関係６市町村により返還予定の嘉手納飛行場より南の６施設の連

携した跡地利用の方向性を示す広域構想を策定 

・ 広域構想は、中南部都市圏を一体ととらえ、各跡地の特性を活かしつつ、広域的な観点か

らの役割を分担・連携した開発により、都市構造の再編及び都市機能の高度化を図り、沖

縄全体の発展につながる 100 万都市の形成を目指すもの 

・ 広域構想の策定を受けて、今後、広域構想を、市町村が取り組んでいる「市町村跡地利用

計画」へと反映し、駐留軍用地の返還の見通しが立った時点において、跡地利用推進法に

規定する「総合計整備画」へとつなげることとしている 
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【参考：「中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想」の概要（2/2）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普天間飛行場の整備基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

中南部都市圏駐留軍⽤地跡地利⽤広域構想図 
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２）宜野湾市の新しい都市像を実現 

跡地利用と周辺市街地整備の連携により、長期の基地使用に起因する都市問題の解

決や新たな施策の導入により、次世代に継承する新しい都市像を実現 

① 跡地利用による都市構造の再編 

・ 跡地においては、都市構造の歪の解消に向けて、広域交通網の導入とあわせた交通網の再

編や宜野湾市の新しい都心となる都市拠点の形成に取り組み、「宜野湾市都市計画マスタ

ープラン」が目標としている宜野湾市の将来都市像を実現 

② 跡地利用と連携した周辺市街地の改善 

・ 周辺市街地においては、基盤未整備の市街地が多く、緑が不足する等の課題も抱えている

ため、跡地のまちづくりにあたっては、周辺市街地の改善と連携した取組を導入し、跡地

と周辺市街地を一体として、将来都市像を実現 

【参考：「宜野湾市都市計画マスタープラン」の概要】 

〇宜野湾市都市計画マスタープラン（平成 16 年 10 月策定、令和３年 12 月改定） 

・ 「都市計画法」第 18 条の２の規定にもとづく「市町村の都市計画に関する基本的な方

針」として、都市の将来目標、都市構造、土地利用及び都市施設等について定める計画 

・ 都市づくりの主要課題や上位計画での位置づけを踏まえ、これからの都市づくりを進めて

いく上で共有すべきテーマを設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

※沖縄の中核を担う “ねたてのまち”として、普天間飛行場の返還に伴う新たな振興拠点の創出など、更なる成長･

発展に向けた取組を進めながら、人･モノ･情報が集まり魅力とにぎわいがあふれる集約型の都市づくりを目指す

（「ねたて」とは古謡「おもろそうし」に表された言葉で、「物事の根元」または「共同体の中心」を意味（第四

次宜野湾市総合計画基本構想より）） 

【都市づくりの主要課題】 

①住み続けられる環境づくり 

②にぎわいと魅力の維持・創出 

③円滑な交通体系の構築 

④安全・安心の確保 

⑤持続可能性の確保 

⑥基地返還に伴う跡地利用 

【将来都市像】 未来を育む ねたてのまち※ 宜野湾 
～魅力ある暮らしとにぎわいあふれる 交流共生都市～ 

【まちづくりのテーマ】 

①にぎわいのある集約型の都市づくり 

②“質”の高い都市づくり 

③交通環境が整った都市づくり 

④地域資源を活かした都市づくり 

⑤安全・安心で健康に暮らせる都市づくり 

⑥環境に配慮した都市づくり 

⑦基地跡地利用を契機とした新しい都市づくり 

⑧多様な主体との連携・協働による都市づくり 

 
【将来都市構造図】（長期） 
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３）地権者による土地活用を実現 

基地接収により損なわれた地域特有の自然・歴史環境の再生に取り組み、社会経済状

況の変化にも対応した新たな土地活用を実現 

① 地域特有の自然・歴史環境の再生 

・ 基地接収により損なわれた、旧集落等の生活空間、社会的な営み、原風景となる自然・歴

史環境を、地権者や地域住民にとっての貴重な共有財産として再生 

② 新たな土地活用の実現 

・ 長期にわたる接収期間中に、跡地が置かれている社会経済状況が変化しているため、地権

者の意向を重視した新たな土地活用を実現 
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２．跡地利用の実現に向けた取組 

１）沖縄振興に向けた新たな需要の開拓 

沖縄県や中南部都市圏の発展に向けて、県内外から跡地利用に参加する開発事業者

や立地企業・来住者を募り、沖縄振興に向けた新たな需要を開拓 

① 需要の開拓に向けた情報発信 

・ 跡地におけるまちづくりの目標を実現するためには、沖縄振興に向けて県内外からの新た

な需要の開拓を重視する必要があり、跡地利用への参加を呼びかけるための情報発信を促

進 

② 跡地利用参加者との協働の促進 

・ 沖縄振興に資する跡地利用に参加する開発事業者や立地企業・来住者を募り、開発事業者

には、情報収集力、企画力による新たな需要の開拓に期待し、立地企業・来住者には、計

画づくりの段階から参加を呼びかけ、立地意向を醸成し、新たな需要を開拓 

２）世界に誇れる優れた環境の創造 

跡地や周辺市街地の自然・歴史特性を活かして、緑豊かなまちづくりや持続可能な世

界に誇れる環境づくりに挑戦 

① 豊かな緑地空間の確保による「みどりの中のまちづくり」 

・ 広大な空間を活かした「みどりの中のまちづくり」を目標として、跡地や周辺市街地（大

山タイモ水田、西側斜面緑地等）における緑地整備水準の確保や緑の豊かさを見せる演出

により、観光リゾートや知的生産の場にふさわしい優れた環境を創造し、跡地への立地意

欲を喚起 

② 地球規模の環境問題等に取り組む先進性をアピール 

・ 地球規模の環境問題等を課題として、最先端技術の導入による脱炭素化や効率的なエネル

ギー利用等に取り組み、その成果を産業振興や国際貢献に活用し、跡地利用に参加する立

地企業・来住者等に対して跡地のまちづくりの先進性をアピール 
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３）機能誘致等と土地活用の促進に向けた計画的な用地供給 

計画的な用地供給により、跡地利用の目標の実現に向けた機能誘致の促進や産業等

の創出に取り組み、地権者用地の土地活用を促進 

① 機能誘致の促進等に向けたまとまりある用地の供給 

・ 跡地利用の目標の実現に向けた機能誘致の促進や沖縄県が有する機能の発展、産業等の創

出に取り組み、大規模な用地を求める観光リゾート施設や研究施設等の誘致、魅力的な集

客拠点や特色ある住宅地の一体開発等に必要なまとまりある用地を計画的に供給 

② 地権者の協働による地権者用地の土地活用の促進 

・ 地権者の協働による土地の共同利用や共同開発等に取り組み、地権者用地の個別利用によ

っては供給できない用地を取りまとめ、機能誘致を促進することにより、地権者の土地活

用を促進 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 跡地の将来像 
 

 

 

 

 

  

「Ⅰ 跡地利用の目標と実現に向けた取組」の

「２．跡地利用の実現に向けた取組」のうち「２） 

世界に誇れる優れた環境の創造」を目指すべき跡

地の将来像と捉え、状況の変化や時代のニーズが

変化したとしても、普天間飛行場の持つ地力を活

かせる「揺るぎないまちづくりの方向性」を位置

づけ 
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１．跡地の将来像 

１）世界に誇れる優れた環境の創造 

～みどり（歴史・緑・地形・水）の中のまちづくり～ 

県内有数の自然と歴史・文化の蓄積を継承・発展させ、都市機能を融合させた豊かな

地域資源を活かしつつ自律的に発展していくまちづくりに向け、跡地の将来像を「世界

に誇れる優れた環境の創造」と位置づけ、その実現に向けた各方針の具体化を推進 

・ 本地区に含まれる字宜野湾は、琉球王国時代に間切番所が置かれていた中心地であり、宜

野湾村への移行後も村役場の所在地であるとともに交通の要所として広く近隣村にまで及

ぶ農産物資の集散地を形成。また、字神山及び字新城の集落の周囲には、畑が広がり、谷

合地には水田が設けられるなど、潤沢な地下水を活用した生活が営まれてきた地域を形成 

・ 跡地では、これら県内有数の自然と歴史・文化の蓄積に支えられたまちのあり方を継承・

発展させることで、米軍基地の存在により歪になった県土構造の再編に寄与するとともに、

沖縄県における環境づくりとまちづくりを一体的に推進する取組の模範となる跡地の将

来像を「世界に誇れる優れた環境の創造」と位置づけ、その実現に向けた各方針の具体化

を推進 

・ 「世界に誇れる優れた環境の創造」の実現に向け、跡地では、都市機能を融合させた水と

緑等の豊かな地域資源を活かしつつ、発展を続ける科学技術の柔軟な導入により自律的に

発展していくまちづくり（みどりの中のまちづくり）を推進することで、付加価値の高い

まちを創造 
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２．揺るぎないまちづくりの方向性 

１）広域的な水と緑のネットワーク構造の形成 

跡地の緑は、中南部都市圏に残存する貴重な緑の一部であり、世界に誇れる優れた環境

の創造を図るものとし、連続する緑の保全及びつなげる緑の創出を推進するとともに、緑

を育む地下水及び湧水等の流域の保全を図ることで広域的なネットワーク構造を形成 

・ 市街化が進む中南部都市圏では、市街地外縁の急斜面や丘陵、河川両側の斜面や尾根線な

ど緑の分布が限られており、跡地の緑は、地下水脈の涵養や湧水、遺跡群を包含する地域

に残された貴重な資源が集積。また、普天間飛行場周辺の水と緑は、普天間川、比屋良川、

地下水脈及び湧水による水の軸及び中城地域の尾根や跡地内外にまたがる斜面緑地等によ

る緑の軸を形成 

・ 緑地等が不足する中南部都市圏に位置する跡地及び普天満宮周辺等では、残された自然・

歴史環境資源の重要性・貴重性を鑑み、広域的な水と緑のネットワーク構造の形成を推進 

・ 跡地利用にあたっては、既存の水の軸・緑の軸を継承し、各資源が集積する箇所等の拠点

化を図るとともに、周辺に存在する緑の拠点と緑の軸でつなげることで、広域的な水と緑

のネットワーク構造の継承・発展を推進 

２）沖縄振興の舞台となる「みどりの中のまちづくり」 

豊かな地域資源を活かしつつ自律的に発展していくまちづくり（みどりの中のまち

づくり）の推進は、本地域特有の諸要素をシマの基層（風土に根ざした琉球の文化）の

総体として保全・活用及び21世紀の万国津梁を体現する国際交流の拠点の形成を図る

ものとし、多様な人々が集い、交流し、繁栄と平和を創る拠点の形成を推進 

・ 跡地においては、古来より本地域特有の気候風土を活用した生活が営まれてきており、そ

れらの各要素である歴史・緑・広域景観（地形）・水の４層が深く結びついたシマの基層（風

土に根ざした琉球の文化）を形成 

・ 「みどりの中のまちづくり」では、本地域における自然環境と歴史・文化資源の一体的な

保全・活用（シマの基層）及び国際交流の拠点の形成（21 世紀の万国津梁）を目指すこと

で環境資源の保全・活用と一体となったまちづくりを推進 

・ 本地域における豊かな自然環境の根幹をなす地下水系を介した水循環や地域の生態系に

配慮した緑の保全・創出及び本地域が近世・近代の中心地であった歴史や文化の継承、米

軍の飛行場であった史実を平和希求のシンボルとして受け継ぎ、多様な人々が集い、交流

し、繁栄と平和を創る拠点の形成を推進 
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３）環境の豊かさが持続するまちづくり 

跡地利用の目標である「新たな沖縄の振興拠点の形成」を目指し、アジア太平洋の平

和の架け橋として、人々が自由に集い、交流し、多様な文化がつながる「21世紀の万

国津梁」の舞台を創造するとともに、深刻化する環境問題に積極的に取り組み、自然災

害に対して強くしなやかなまちづくりを目指し、環境の豊かさが持続するまちづくり

を推進 

・ 環境の豊かさが持続するまちづくりの実現に向けては、イノベーション産業の誘致等による

新たな産業の創出及びアジアや世界で活躍できる人材を育成する場とすることで、世界中か

ら多くの人材や企業が集い、交流し、あらゆるヒト・モノ・コトが集まる創造性が高く、イン

クルーシブな都市を形成 

・ 発展を続ける科学技術を柔軟に導入することで、世界に誇れる環境の豊かさを持続させな

がら、更なる価値の創造を継続するまちづくりを推進。さらに、地球規模の環境問題の解

決に向けた取組を積極的に実施し、取組成果をアジア地域に応用・展開することを見据え

た持続可能な環境モデルとなる都市を形成 

・ 日々進展する科学技術は、都市の生活における様々なシーンで導入され、便利で快適なラ

イフスタイルは次々と様相を変えつつある。そのため、最先端技術の活用により多様化す

る都市課題の解決や多様なライフスタイルの実現等、質の高い暮らしを実現する未来志向

の都市を形成 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 計画づくりの方針 
 

 

 

 

 

  

「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画」や「広域

構想」等の広域計画、「行動計画」にもとづき進

められてきた関連調査等による分野別の計画内

容の検討成果（環境づくり、土地利用及び機能導

入、都市基盤整備、周辺市街地整備との連携）を

踏まえ、「中間取りまとめ（第２回）」における

「計画づくりの方針」を示すとともに、「計画内

容の具体化」段階における「今後の取組の方向」

を提示 
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Ⅲ－１ 環境づくりの方針 

１．沖縄振興に向けた環境づくり 

「揺るぎないまちづくりの方向性」の具体の方針として展開する沖縄振興に向けた環

境づくりは、跡地周辺の生態系ネットワークと一体となった環境、緑の豊かさやその創

造・保全に関する環境技術を広く適用し、さらに発展させていくことであり、跡地利用の

重要な役割と受け止め、その成果を次世代に継承 

また、これら環境づくりの方針にもとづく脱炭素社会の実現や最先端技術の導入など

の取組により、新たな時代に対応した持続可能な沖縄の発展に寄与するとともにＳＤＧ

ｓの推進に貢献 

１）広域的な水と緑のネットワーク構造の形成 

跡地内の貴重な水と緑の資源と跡地周辺の水と緑のネットワークを連携させること

で中南部都市圏における広域的な水と緑のネットワーク構造を形成 

① 水のネットワークの継承 

・ 生態系ネットワークの形成及び地下水流域における水利用を継続する上で保全すべき水

の軸及び水の拠点について、跡地内に残る緑の保全・創出や各土地利用においても積極的

な緑化等による地下水涵養を図ることで、水のネットワークの継承を推進 

・ 今後、基地内の立ち入り調査及び跡地周辺の湧水状況及び活用状況の把握等により、地域

全体の水収支を設定するとともに、水収支を踏まえた需要量の確保策として地下水涵養の

あり方や敷地内緑化等の雨水涵養に関する取組内容に反映 

② 緑のネットワークの保全・創出 

・ 跡地内の自然・歴史環境資源の状況を踏まえた緑の拠点（跡地内の在来植生・重要遺跡等

の集積地、普天満宮、周辺市街地の緑地空間等）を保全・一部創出し、それらを繋ぐ緑の

軸の保全（斜面緑地、河畔林、丘陵・谷底低地）及び創出（並松街道、地下水脈上部、主要

幹線道路）により緑のネットワークの形成を推進 

・ 今後、基地内の立ち入り調査及び跡地周辺の緑地空間と連携した生態系ネットワーク等の

把握により、中南部都市圏の豊かな都市環境の形成に寄与する緑地空間の配置及び跡地に

おける公共空間における緑の確保と連動した新しい緑化方策（敷地内緑化の推進）に関す

る取組内容に反映 
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２）沖縄振興の舞台となる「みどりの中のまちづくり」 

県内有数の自然・歴史環境資源の保全・活用や都市的土地利用を一体的に進めること

で世界に誇れる優れた環境の創造を目標として、沖縄振興の舞台となる「みどりの中の

まちづくり」を推進 

① 世界に誇れる繁栄と平和を創るまちづくりの推進 

・ 「みどりの中のまちづくり」では、本地域における豊かな自然環境の根幹をなす地下水系

を介した水循環や地域の生態系に配慮した緑の保全・創出及び本地域が近世・近代の中心

地であった歴史を継承し、米軍の飛行場であった史実を平和希求のシンボルとして受け継

ぎ、繁栄と平和を創る拠点の形成を推進 

・ 今後、平和希求のシンボルのあり方や繁栄と平和を創る拠点として求められる機能につい

て検討の深化を図り、望ましい機能導入等に関する計画内容に反映 

② まちづくりを牽引する大規模公園エリアの設定 

・ 「みどりの中のまちづくり」の中核をなす区域を大規模公園エリアと位置づけ、シマの基

層及び 21 世紀の万国津梁を体現するため平和希求のシンボル性及び広域防災機能等を具

備したものとして、新たな価値観の下での大規模公園と都市的土地利用が融合するまちの

創造への挑戦を、国家プロジェクトとして推進 

・ 今後、大規模公園エリアの範囲や土地利用、導入機能のあり方、土地利用及び機能導入の

誘導等を図る都市計画手法について検討を行い、土地利用や機能導入、都市基盤整備等に

関する計画に反映 

③ 緑地空間の新たな整備・管理手法の構築 

・ 「みどりの中のまちづくり」における全ての緑地空間は、従来の公園・緑地に関する制度

の枠組みにとどまらず、公共・民間の枠組みを超えた周囲のまちと一体化した形態や新た

な整備手法の活用、持続的な緑地空間の管理運営にかかる関係団体との連携により推進 

・ 今後、Park-PFI 等の公民一体となった望ましい緑地空間のあり方について検討を行い、

緑地空間整備に関連する土地利用や都市基盤整備等に関する計画に反映 
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３）環境の豊かさが持続するまちづくり 

脱炭素社会の実現に向けた環境負荷の低いエネルギー利用への転換や多様化するラ

イフスタイルの実現等、変化する社会情勢への柔軟な対応を目標として、新たな産業の

誘致や最先端技術の導入等、未来志向の取組を推進 

① あらゆるヒト・モノ・コトが集まる 21 世紀の万国津梁の実現 

・ 跡地においては、新たな産業や研究機関を国内外から広く誘致し、その研究及び実験の成

果をまちづくりに反映することで、環境の豊かさを持続させ、産業の創出や産業振興、人

材育成に寄与する創造性の高いまちづくりを推進 

・ 今後、跡地に誘致すべき先進的な機能・取組に関する検討を行い、土地利用に関する計画

に反映 

② アジア地域への展開を見据えた持続可能なモデル地区の形成 

・ 跡地においては、脱炭素社会の実現を目指し、再生可能エネルギー・未利用エネルギーの

積極的利用や都市全体のエネルギーマネジメント等により地球規模の環境問題の解決に先

導的に取り組むとともに、企業誘致及び投資上の魅力向上にもつながる脱炭素化のモデル

となるまちづくりを推進。また取組成果を同じ蒸暑地域であるアジア地域に応用・展開す

ることを見据え、アジア地域のモデルとなる環境の豊かさが持続するまちづくりを推進 

・ 今後、蒸暑地域における脱炭素化のまちづくりに向けた多様な最先端技術の導入に関する

検討を行い、土地利用や都市基盤整備等に関する計画に反映 

③ 最先端の技術やしくみを柔軟に取り入れたまちづくりの推進 

・ 跡地においては、最先端の技術を柔軟に導入することで、時代の変化にともない生じる都

市的課題の解決や多様なライフスタイルが実現する都市として、世界からの注目を集める

未来志向のまちづくりを推進 

・ 今後、最先端技術を導入したまちづくりについて継続的な情報収集及び検討を行うことで、

最先端技術を柔軟に取り入れたまちづくりに向けた方針を適宜更新し、跡地利用計画にお

ける様々な分野に反映 
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２．地域の特性を活かした環境づくり 

地域の自然・歴史環境資源を共有財産として次世代に継承することを目標として、跡地

を含む一帯の自然・歴史特性（樹林地・水循環・地下空洞・歴史）を活かした環境づくり

を推進 

１）まとまりある樹林地の保全・整備 

多様な生物と共生するまちづくりや特色ある地域景観の保全に向けて、緑のネット

ワークを形成し、まとまりある樹林地等を保全・整備 

① 生態系ネットワークの形成に向けた既存緑地の保全 

・ 跡地においては、多様な生物との共生を目指した生態系ネットワークの形成を目標として、

その中核となる御嶽林等の既存緑地を保全 

・ 今後、基地内の立ち入り調査とあわせて、保全・整備すべき樹林地の区域や生態系ネット

ワーク形成の具体的な手法等に関する検討を行い、公園・緑地、道路緑化、敷地内緑化等

に関する計画に反映 

② 跡地の内外にまたがる西側斜面緑地の保全・整備 

・ 西側斜面緑地は、広域的な水と緑のネットワーク構造の一翼を担う重要な資源であるとと

もに｢緑の美ら島づくり行動計画（平成24年３月）」における生物の生息・生育環境を保

全する｢緑の回廊ゾーン｣としての位置づけを踏まえ、特色ある地域景観の保全に向けて、

跡地の内外にまたがる区域を一体的に保全・整備 

・ 今後、基地内の立ち入り調査とあわせて、保全・整備すべき区域や手法に関する検討を行

い、跡地では緑地空間や敷地内緑化に関する計画に反映し、周辺市街地では地域制緑地等

の計画に反映 
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２）地域特有の水循環の保全・活用 

地域特有の水循環が育んできた農業、水生生物の生息・生育環境、民俗文化等を次世

代に継承するために、雨水地下浸透の促進により地下水を保全・活用 

① 雨水地下浸透の促進による湧水量の維持 

・ 跡地においては、地域に特有の上流部から下流部の湧水群、喜友名泉（チュンナーガー）、

周辺市街地の緑地空間が一体となった水循環の保全を目標として、下流部における将来的

な需要を踏まえた湧水量の維持に向けて雨水地下浸透を推進 

・ 今後、これまでの調査成果と返還後の情報収集にもとづき、跡地における地下水涵養のし

くみの解明とあわせた水収支シミュレーション等にもとづき、雨水地下浸透の計画目標を

設定し、地下水流域ごとの地下水涵養に資する公共緑地配置及び地下水脈上の土地利用、

雨水排水施設、土地利用誘導（敷地内浸透）に関する計画に反映 

② 地下水の水質の維持・改善 

・ 地下水の水質の維持・改善を目標として、跡地利用にともなう水質の悪化の低減・防止を

図るとともに、周辺市街地から跡地に流入する小河川や排水路の水質改善を推進 

・ 今後、跡地における地下水汚染の低減・防止や跡地に流入する小河川や排水路の水質改善

方策等の検討を行い、周辺市街地を含めた流域ごとの水質改善や自然環境保護・再生に向

けた計画に反映 

③ 跡地における地下水等の循環利用 

・ 跡地においては、緑と水の環境づくりを目標として、地下水や雨水地下浸透施設の貯留水

を循環利用し、跡地内の公園の灌水や水面の創出、冷熱の供給等の活用を推進 

・ 今後、雨水地下浸透の計画目標の設定とあわせて、利用後は再び地下浸透させる循環利用

の可能性に関する検討を行い、雨水排水施設や公園・緑地に付帯する設備等に関する計画

に反映 

３）地下空洞への対応と保全・活用 

琉球石灰岩層の地下空洞については、跡地利用の安全の確保や地域資源としての保

全・活用を目標として、今後、位置や形状の情報収集を行った上で保全・活用 

① 地下空洞上部における土地利用の安全の確保 

・ 地下空洞上部における建築物の敷地等としての活用に際し、安全確保に向けた取組を推進 

・ 今後、地下空洞調査を実施し、地耐力が不足する区域を確認し、土地利用の際の安全対策

について検討を行い、土地利用誘導（建物敷地の利用制限等）に関する計画に反映 

② 地域特有の資源としての地下空洞の保全・活用 

・ 地域固有の資源としての価値評価を実施し、地下空洞の保全・活用に向けた取組を推進 

・ 今後、地下空洞の所在を確認し、資源として活用する可能性や地下構造物（トンネル等）

による影響等に関する検討を行い、温度や湿度が安定した空間特性を活かした産業利用や

備蓄等としての活用や上部土地利用、地下構造物の制約等に関する計画に反映 
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４）「宜野湾」の歴史が見えるまちづくり 

シマの基層と織りなした歴史の見えるまちづくりを目標として、石灰岩台地に形成

されたまち、町方（首里・那覇等）に対する田舎（農村部）としてのまち、両者をつな

いだ宿道としての｢並松街道｣、近世・近代の中心であった沿道の地域等においては、昔

の姿を偲ぶよすがとなる風景づくりを推進 

①「宜野湾」の固有性を受け継ぐまちづくり 

・ 跡地全体においては、石灰岩台地の地下水脈に支えられ展開した農村景観を継承し、その

成り立ちを想起させる資源として湧水の保存・活用と緑の創出・維持を図る。また、首里

城から普天満宮までつながっていた「並松街道」は、跡地利用及び周辺まちづくりのシン

ボルとして風景づくりを推進 

・ 今後、「並松街道」は首里城公園との連続性や文化の対比による相互の魅力向上、風景づ

くりの中心軸として全体及び各所の計画に反映 

② ｢(仮)歴史をつなぐ暮らしゾーン｣の風景づくり 

・ ｢並松街道｣や｢旧集落｣等を中心とし、隣接する既存緑地や遺跡等を含む一帯は、「シマの

基層」を人々の暮らしの中に継承する重要なエリアとして、｢(仮)歴史をつなぐ暮らしゾー

ン｣と位置づけ、一体的な風景づくりを推進 

・ 今後、「並松街道」と｢旧集落」の特質を現代に継承した計画づくりや区域に取り込む遺

跡の選定等とあわせて、立ち入り調査等を踏まえた区域設定、風景づくりの演出等に向け

た検討を行い、景観形成の誘導や回遊ルート等に関する計画に反映 

③ 遺跡等の現状保存と連携した環境づくり 

・ 現状保存を目標とする重要な遺跡や地下水脈の表れである井泉については、歴史が見える

まちづくりへの活用を念頭に遺跡周囲の自然環境を連携した一体的な環境づくりを推進 

・ 今後、返還前及び返還後の試掘・確認調査等にもとづき、現状保存の対象とする遺跡を選

定した上で、適切な保存・整備・管理、研究・教育活動の場としての活用、歴史を感じる風

景づくりの方向等を検討し、公園・緑地や教育・文化施設等に関する計画に反映 
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Ⅲ—２ 土地利用及び機能導入の方針 

１．新たな価値を生み出す「みどり」の創造 

沖縄振興・国際交流の舞台を支えるため、新たな高付加価値を生み出す源として跡地全

体に魅力ある緑地空間を公民一体となって創出 

１）公民一体による新たな価値創造の推進 

新たな価値の創造に向けて、跡地全体に公共・民間の境なく一体的につながり活用で

きる緑地空間創出を促すしくみを構築 

① 跡地全体における緑地空間の確保 

・ “みどり”により生み出される新たな価値を跡地全体に展開するため、公共だけでなく民

間も緑を生み出し、緑あふれる空間を創出 

・ 今後、公民一体となった望ましい緑地空間のあり方を踏まえ、その担保方策に関する検討

を行い、公園・緑地の計画や民有地における敷地内緑化に関する計画に反映 

② 公民一体となったボーダレスな緑地空間の形成 

・ 次代に引き継ぐ資産形成の観点から、長期的視点に立った価値創造型のまちづくりを推進

するため、持続可能な発展に資する新たな価値を生み出す“みどり”を織り成す空間を公

と民の連携により創出  

・ 今後、公共・民間の枠組みを超えた新たな価値を生み出す“みどり”空間を創り出すしく

みづくりに関する検討を行い、公園・緑地の計画や民有地における敷地内緑化に関する計

画に反映 

２）普遍的資源の保全・活用を中心に公園・緑地を確保 

「みどりの中のまちづくり」の実現を目標として、広域的な水と緑のネットワーク構

造の形成の方向を踏まえ、普遍的資源の保全・活用、地下水涵養に資する区域を公共用

地として確保 

① 普遍的資源が集積する既存緑地の保全・活用 

・ 跡地内外にまたがり広域的な水と緑のネットワークを形成する西側斜面地や、質の高い在

来植生や御嶽林等が残存する跡地南東側の樹林地等、重要植生及び重要遺跡の保全・活用

を図る区域を公共用地として確保 

・ 今後、基地内の立ち入り調査により、保存・活用すべき既存緑地の区域を特定し、公園・

緑地に関する計画に反映 

② 地下水流域（地下水涵養）に配慮した緑地空間の確保 

・ 広域的な水と緑のネットワークの継承を目標として、東西の既存緑地をつなぐ地下水脈の

上部空間を公共用地として確保 

・ 今後、水収支シミュレーション等の結果を踏まえ、公共用地による緑の確保及び民有地内

の緑化を組み合わせた緑地空間の確保に関する検討を行い、公園・緑地の計画や民有地に

おける敷地内緑化に関する計画に反映 
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③ 防災性の向上や周辺市街地からの利用等への配慮 

・ 公園・緑地が不足し課題を有する周辺市街地の防災性向上や、跡地内外にまたがる生活圏

形成を目指し、跡地においては、周辺市街地からの利用に配慮した公園・緑地を整備 

・ 今後、広域避難地としての役割も果たす、周辺市街地から利用しやすい公園・緑地の配置

に関する検討を行い、広域避難計画への位置づけの働きかけや、広域防災関連施設や公園・

緑地に関する計画に反映 
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２．沖縄振興に向けた象徴となる空間の形成 

大規模公園エリアの中核として、日本経済発展に貢献する沖縄振興の推進や多元的な

価値創造の象徴となる「沖縄振興コア」を形成 

１）大規模公園エリアの中核となる沖縄振興コアの形成 

県土構造の再編に資する中南部都市圏の中心として、また跡地の将来像「みどりの中

のまちづくり」を体現しまちづくりを牽引する大規模公園エリアの中核に、新たな価値

を創造する象徴的な空間を「沖縄振興コア」として位置づけ、ヒト・モノ・コトを惹き

つける魅力を備える世界に冠たる拠点を形成 

① 緑地空間と振興拠点が連携した様々な交流・活動・発信等の拠点の形成 

・ 跡地で展開する沖縄振興を象徴し、緑地空間と振興拠点が連携することで先導的に交流・

活動・発信等を担う中核的拠点を形成 

・ 今後、沖縄振興コアにふさわしい交流・活動・発信等のあり方に関する検討を行い、拠点

空間にふさわしい導入機能や施設整備等に関する計画に反映 
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３．多様な機能の複合によるまちづくり 

都市の活力の発現や持続をもたらす新たな沖縄の振興拠点の形成に向けて、機能の重

層的な導入や、機能融合ゾーンを含む三つの土地利用ゾーン（振興拠点、都市拠点、居住）

による複合的なまちづくりを推進 

１）多様性（ミクストユース）による都市活力の持続 

沖縄振興の推進力となる都市の活力発現・持続に向けて、多様な機能を融合 

① 多様な機能が融合する街区形成による都市活力の発現 

・ 都市の活力の発現や持続を目標として、一つの建物や街区などのなかで、オフィス、住宅、

商業施設、ホテル等、様々な用途の空間を混在させる多機能混合型で街区を形成し、魅力

や活力が備わった質の高い環境を創出 

・ 今後、都市の活力の発現や持続に資する複合的な土地利用のあり方や振興拠点ゾーンや都

市拠点ゾーンに関する検討を行い、拠点空間にふさわしい導入機能や施設整備等に関する

計画に反映 

２）振興拠点ゾーンの形成 

先進的な技術や多才な人材の誘致に向けて、大規模公園エリアと融合した知的生産

の場にふさわしい優れた環境、脱炭素化や効率的なエネルギー利用等の先進的取組の

もとに、沖縄振興の新たな舞台となる「創造と交流の場」の形成に向けたまちづくりを

推進 

① 沖縄振興に向けた基幹産業等の集積地形成 

・ 沖縄県の新たな発展をリードする基幹産業等の集積地（リサーチパーク等）を形成するこ

とを目標として、広域構想に位置づけられている｢リゾートコンベンション産業｣、｢医療・

生命科学産業｣、「環境・エネルギー産業」等を候補として県内外からの機能誘致の促進や

産業等の創出に向けて、優れた環境づくりや交通条件の整備とあわせた受け皿を整備 

・ 今後、県内外への呼びかけとあわせて機能誘致にかかる見通しの確保、西海岸コンベンシ

ョンリゾート開発や西普天間住宅地区跡地との連携等を検討した上で、振興拠点ゾーンに

関する計画に反映 

② 機能誘致の促進等に向けた中核施設の整備 

・ 振興拠点ゾーンにおける県内外からの機能誘致の促進や産業等の創出を目標として、広域

構想に位置づけられている基幹産業等の集積地形成の拠り所となる機能を有する中核施設

を整備 

・ 今後、機能誘致に向けた国の関与を働きかけるとともに、中核施設の計画内容や行政と民

間の協働等による整備・運営のあり方等に関する検討を行い、振興拠点ゾーンや中核施設

等に関する計画に反映 
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③ アジアのダイナミズムを取り込む経済振興や国際協力・貢献機能の導入による国際ビ

ジネス・交流拠点の形成 

・ アジアのダイナミズムを取り込み経済振興につながる、新たな国際ビジネス拠点の形成を

目標として、西海岸リゾートエリアや開発が予定されている東海岸大型MICE施設と連携し、

広域構想に位置づけられている「国際協力・貢献機能」等を導入 

・ 今後、経済振興に関する計画への位置づけの働きかけや、国際ビジネス・交流拠点のまち

づくりに参加を希望する開発事業者や立地企業等から企画提案や進出意向等を募り、振興

拠点ゾーンや国際ビジネス・交流拠点等に関する計画に反映 

④ 沖縄健康医療拠点や周辺の学術研究施設等と連携した様々なライフサイエンス分野

を中心とした緑豊かな学術研究拠点の形成 

・ 西普天間住宅地区跡地における沖縄健康医療拠点と連携し、様々なライフサイエンス分野

が集積する世界に冠たる学術研究拠点の形成を目標として、広域構想に位置づけられてい

る「産業支援機能」、「研究開発機能」、「専門人材育成機能」等を導入 

・ 今後、産業立地に関する計画への位置づけの働きかけや、国の研究機関や学術研究拠点へ

の立地を希望する企業等から企画提案や進出意向等を募り、振興拠点ゾーンや学術研究拠

点等に関する計画に反映 

⑤ 災害リスクも考慮した国・県レベルの広域行政機能の副次的なバックアップ拠点の形

成 

・ 近年の大規模かつ多様化する災害等に備えたリスク分散の必要性を踏まえ、跡地内外を含

めた防災性の高さを重視した国・県レベルの広域行政機能の副次的なバックアップ拠点の

形成を目標として、新たに「広域行政機能」等を導入 

・ 今後、広域計画への位置づけの働きかけや、既存の広域行政機能の更新・拡充にかかる動

向を注視しつつ、跡地への機能導入の可能性の下支えとなる災害に強いまちづくりの展開

に向けた検討を行い、振興拠点ゾーンや広域行政機能等に関する計画に反映 
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３）都市拠点ゾーンの形成 

複合的なまちづくりの原動力とするために、広域集客拠点、市民利用施設及び都心共

同住宅や振興拠点ゾーンを補完する都市機能等を集めて、宜野湾市の新しい都心形成

を推進 

① まちづくりの原動力となる広域集客拠点の形成 

・ 宜野湾市の新しい都心形成においては、多様な機能・用途を携えた空間を混在させること

で、中南部都市圏の新しい集客拠点として力を蓄え、複合的なまちづくりの原動力とする

ことを目標として、新しい集客拠点の登場にふさわしい特色あるまちづくりを展開し、新

しい交通網による集客力に期待する商業業務施設や振興拠点ゾーンを補完する機能等を誘

致し、既存商業施設や振興拠点ゾーン等との連携・共存のもとで県民や観光客が楽しめる

まちづくりを推進 

・ 今後、鉄軌道を含む新たな公共交通軸の計画づくりの進捗状況等を見ながら、都市拠点ゾ

ーンのまちづくりに参加を希望する開発事業者や立地企業等から企画提案や進出意向等を

募り、都市拠点ゾーンに関する計画に反映 

② 市民の新しい生活拠点となる市民センターの整備 

・ 市民の生活利便性の向上や市民意識の高揚を目標として、市庁舎を含む市民利用施設の移

転・新設や交流の場となる市民広場の整備等により、市民の新しい生活拠点となる市民セ

ンター整備を推進 

・ 今後、行政、教育・文化、医療・福祉等の分野の市民利用施設整備に関する将来計画を固

め、市民センターの計画に反映 

③ 都心の生活利便を享受する都心共同住宅の導入 

・ ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりや商業業務施設等を下支えする｢足元人口｣

の確保を目標として、都心の生活利便を享受する都心共同住宅を導入 

・ 今後、都心共同住宅に対する来住者や開発事業者の意向を収集し、需要見通しを検討した

上で、適切な住宅形態及び規模を見極め、都市拠点ゾーンに関する計画に反映 
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４）居住ゾーンの形成 

跡地の特性を活かし、時代の要請に応える、緑地空間・環境を活かした跡地ならでは

の住宅地形成に向けて、来住者意向の反映や歴史的な特性の継承に向けた特色ある住

宅地を形成 

① 多様なライフスタイルの実現に向けた住宅地開発 

・ 住宅需要の縮小、リタイア世帯の増加、「生きがい」や働き方の多様化等が進展しつつあ

り、Society5.0に移行した社会のなかで、新たな沖縄の多様なライフスタイルを求める来

住者を誘致することを目標とし、ゆとりある敷地の供給、環境に配慮した低炭素住宅の供

給、誰もが安心して心地よく暮らせるユニバーサルデザイン、コミュニティづくり、緑豊

かな環境づくり等を重視した住宅地を形成 

・ 今後、ゆとりある居住環境、居心地がよいコミュニティ、低炭素住宅であるＺＥＨやさら

なる省ＣＯ２化が可能なＬＣＣＭ（ライフ・サイクル・カーボン・マイナス）住宅など省エ

ネ・省資源の推進等をテーマとした住宅地や緑地空間と一体となった集合住宅等のあり方

に関する検討を行い、来住者参加の計画づくりやモデルプランの活用等により、来住者の

見通しを検討し、居住ゾーンに関する計画に反映 

② 風景づくりとしての「並松街道」と「旧集落」の景観要素の継承 

・ 戦前まで主要な居住地であった「旧集落」（宜野湾、神山、新城）の区域では、「シマの

基層」に根ざした居住を実現する場として、旧集落にみられる空間づくりに対する思想や

地名の継承等により、かつての空間特性を再生・活用した住宅地開発を導入するとともに、

首里から普天満宮までつながっていた「並松街道」も、コミュニティの場や歴史・文化資

源を結ぶ居住ゾーンの顔として整備 

・ 今後、旧集落の地権者や新しい来住者を募り、今日の生活利便を確保しつつ、地域固有の

空間構成（区画割、屋敷林、街並み等）や民俗文化（綱引き、エイサー等）の再生のあり方

について検討を行い、居住ゾーンに関する計画に反映 

③ 地域コミュニティへの配慮 

・ 返還後の地域コミュニティの形成を目指し、旧集落の地権者のコミュニティ再生に加え、

他地域からの移住・滞在者の参画・交流が促されるような、学校、集会所、公園・緑地を導

入 

・ 今後、居住人口・規模・密度等の見通しを踏まえ、交流拠点を適正に備えた住宅地の検討

を行い、居住ゾーンに関する計画に反映 
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５）その他の公益的な施設用地等の計画的な確保 

まちづくりに必要な生活関連施設や墓地等の公益的な施設用地等については、今後、

施設需要見通しを明らかにした上で計画的に確保 

① 生活圏の再編とあわせた生活関連施設用地の確保 

・ 小・中学校やコミュニティ施設用地については、跡地と周辺市街地にまたがる一体的生活

圏形成を目標として計画的に確保 

・ 今後、跡地と周辺市街地による共用を視野に入れて、跡地と周辺市街地にまたがる学校区

等の生活圏の再編に関する検討を行い、跡地が分担すべき施設用地の規模や位置を明らか

にした上で計画的に確保 

② 既存の墓の再配置とあわせた墓地用地の計画的な確保 

・ 跡地内に所在する数多くの墓地の再配置や跡地に期待されている共同墓地の整備を目標

として、多様化する墓地形態に対応した墓地用地を計画的に確保 

・ 今後、既存の墓地の使用者・所有地の意向にもとづく再配置のあり方に関する検討や新し

い共同墓地整備に関する検討を行い、新しい墓地用地需要に応じて計画的に確保 
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４．土地利用需要の開拓と並行した計画づくり 

普天間飛行場の跡地においては、跡地利用の目標の実現に向けて、県内外から跡地利用

に参加する開発事業者や立地企業等を募り、新たな需要を開拓し、計画づくりを推進 

１）地権者の協働による用地供給の促進 

機能誘致に必要なまとまりある用地供給を目標として、引き続き、地権者の協働に向

けた意向を醸成し、行政との連携等を通して、用地供給見通しを確保 

① 地権者の協働に向けた意向醸成の促進 

・ 跡地においては、まとまりある用地供給を目標として、地権者の協働による土地の共同利

用及び地権者が主体となった管理・運営等に取り組むこととし、｢全体計画の中間取りまと

め（第２回）」では、十分な用地供給が実現されることを前提として計画づくりを推進 

・ 今後、まとまりある用地供給により土地活用が促進される可能性や地権者の協働による用

地供給のしくみ等について情報提供を行い、地権者の協働に向けた意向醸成を促進 

② まとまりある用地供給見通しの確保 

・ 地権者の協働による意向を醸成し、行政との連携や専門家の活用等を通して、まとまりあ

る用地供給見通しを確保 

・ 今後、地権者の意向醸成に向けた取組を進め、地権者の協働による用地供給見通しを確保

した上で、跡地利用に参加する開発事業者や立地企業等の最大の関心事であるまとまりあ

る用地確保の可能性を提示し、県内外から跡地利用に参加する開発事業者や立地企業等を

誘致 
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２）機能誘致見通しの確保にもとづく計画づくり 

「全体計画の中間取りまとめ（第２回）」や用地供給見通し等を県内外に情報発信し、

跡地利用に参加する開発事業者や立地企業・来住者等を募り、機能誘致見通しを確保

し、計画づくりに反映 

① 跡地利用への参加を呼びかける情報発信 

・ 跡地利用への参加を広く呼びかけるために、「全体計画の中間取りまとめ（第２回）」で

は、跡地のまちづくりの全体像をわかりやすく表わすことを目標として、「跡地利用の配

置方針図」を作成し、跡地利用情報を県内外に情報発信 

・ 今後、効果的な需要喚起につなげるための情報発信の時期、内容、主体、手法等に関する

検討を行い、｢全体計画の中間取りまとめ（第２回）｣や用地供給可能性等を県内外に情報

発信 

② 機能誘致見通しの確保に向けた情報収集 

・ 開発事業者や立地企業等の跡地利用への参加意欲や国・県等の公的機関が有する施設の新

設・更新計画等の情報を収集し、機能誘致の見通しを確保 

・ 今後、県内外への普天間飛行場の跡地利用情報の継続的な発信と並行して、跡地利用への

参加を円滑に進めるためのルールづくり等に取り組み、県内外から開発事業者や立地企業・

来住者等を募るなど、機能誘致及び発展の見通しを検討した上で、土地利用ゾーンに関す

る計画に反映 
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Ⅲ—３ 都市基盤整備の方針 

１．幹線道路等の整備 

普天間飛行場の跡地では、跡地利用を契機とした県土構造の再編と周辺市街地と一体

となった道路網整備を目標として、幹線道路網等の整備を推進 

１）県土構造の再編に寄与する広域的な幹線道路の整備 

中南部都市圏の道路網の強化を担い、県土構造の再編に寄与する広域的な幹線道路

として「中部縦貫道路」と「宜野湾横断道路」を整備 

① 「中部縦貫道路」の整備 

・ ｢中部縦貫道路」は、中南部都市圏の縦貫方向の交通機能の強化と跡地や周辺市街地等と

の連携による沿道まちづくりの推進を目標として、主要幹線道路の機能を備えた道路構造

と跡地内を南北に縦貫するルートで導入することを想定 

・ 今後、県土構造の再編に資する２環状７放射道路を補完する都市基盤として国や県、市に

よる役割分担の下、宜野湾市の幹線道路網との結節のあり方、跡地や周辺市街地の市街地

環境に及ぼす影響の緩和、景観等に関する検討を行い、道路の規格、構造、ルート、緑化

等に関する計画や土地利用と連携した沿道まちづくりに関する計画に反映 

② 「宜野湾横断道路」の整備 

・ ｢宜野湾横断道路」は、中南部都市圏の横断方向の交通機能の強化や東海岸地域と西海岸

地域の連携強化を目標として、主要幹線道路の交通機能を備えた道路構造と跡地内を東西

に横断するルートで導入することを想定 

・ 今後、県土構造の再編に資するハシゴ道路として国や県、市による役割分担の下、宜野湾

市の幹線道路網や沖縄自動車道との結節方法、跡地や周辺市街地の市街地環境に及ぼす影

響の緩和、景観等に関する検討を行い、道路の規格、構造、ルート、緑化等に関する計画

や土地利用と連携した沿道まちづくりに関する計画に反映 
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２）宜野湾市の都市幹線道路網等の整備 

宜野湾市の将来都市像の実現に向けた幹線道路網の再編と交通環境の魅力向上を目

標として、跡地を利用した幹線道路網を整備 

① 都市幹線道路の整備 

・ 宜野湾市都市計画マスタープランを基本として、跡地利用の観点から望ましいルートの見

直しを行い、幹線道路を適正な網間隔で配置することを目標として、跡地と周辺市街地に

またがる都市幹線道路を整備 

・ 今後、主要幹線道路を都市幹線道路網の一部に組み込むことや都市幹線道路網の一部を主

要幹線道路に併設する可能性、跡地や周辺市街地のまちづくりとの整合性等に関する検討

を行い、都市幹線道路の規格、構造、ルート、緑化等に関する計画に反映 

② 地区幹線道路の整備 

・ 都市幹線道路網を補完し、跡地における土地利用の誘導や周辺市街地との一体性の確保、

跡地と周辺市街地の一体化に向けたシンボル的な空間の創出等を目標として、跡地と周辺

市街地にまたがる地区幹線道路を整備 

・ 今後、跡地や周辺市街地のまちづくりとの整合性に関する検討を行い、道路の規格、構造、

ルート、緑化等に関する検討を行い、地区幹線道路の計画に反映 

③ 生活道路等の整備 

・ 地区幹線道路を補完し、日常生活の中で利用する最も基本となる道路として歩行者と自動

車が共存するとともに、防災機能とゆとりある道路空間や周辺環境との調和に配慮した良

好な景観形成等を目標として、生活道路等を整備 

・ 今後、跡地や周辺市街地のまちづくりとの整合性に関する検討を行い、地区ごとの目標像

を踏まえた防災機能や景観形成に資する道路構造や無電柱化等に関する検討を行い、生活

道路等の計画に反映 
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２．鉄軌道を含む新たな公共交通軸の整備 

県土の均衡ある発展を支え、跡地のまちづくりの推進にあたって大きな原動力と期待

される、鉄軌道を含む新たな公共交通の基幹軸の跡地への導入を踏まえた計画づくりを

推進 

１）鉄軌道及びフィーダー交通による公共交通網の整備 

将来的な公共交通網の形成を見据えた「鉄軌道」と「フィーダー交通」について跡地

利用の観点から望ましいルートや位置、構造等を検討 

① 鉄軌道を含む公共交通軸の導入を踏まえた効果的なルートを想定 

・ 本計画においては、鉄軌道を含む公共交通軸の導入を踏まえ、公共交通軸の整備効果を最

大限に発揮させることや整備時期を踏まえた導入空間の確保の観点から跡地中央部を通る

ルートを想定 

・ 今後、県土の均衡ある発展を支え、都市間をつなぐ公共交通の基幹軸として、速達性、定

時性等の機能を備えた鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入に取り組み、駅配置や

施設概要等に関する検討成果を土地利用や都市基盤整備等の計画に反映 

② 鉄軌道を含む公共交通軸の活用に向けた計画づくりを推進 

・ 跡地においては、公共交通利用の拡大に向けた土地利用配置を誘導する可能性が高いため、

公共交通利用の拡大と跡地利用の促進を目標とし、鉄軌道を含む公共交通軸の活用に向け

た計画づくりを推進 

・ 今後、国や県による鉄軌道及び県や市による地域公共交通計画に関する調査検討の進捗と

あわせて、公共交通志向型のまちづくりについて検討を行い、跡地利用として望ましい公

共交通軸と周辺の土地利用に関する計画に反映 

③ 西海岸地域等の周辺地域との連携を促進するフィーダー交通等の導入 

・ 跡地の周辺地域では、西海岸道路の整備や各拠点と連携した魅力的な地域づくりの推進、

西普天間住宅地区跡地における沖縄健康医療拠点の形成、沖縄都市モノレールの延伸によ

るてだこ浦西駅を中心とした交通結節点の整備が進められており、今後跡地内に鉄軌道及

び新駅が整備された場合、跡地及び西海岸地域、西普天間住宅地区跡地間を結ぶ移動手段

として公共交通網の整備を想定 

・ 今後、国や県による鉄軌道及び県や市による地域公共交通計画に関する調査検討の進捗と

あわせて、鉄軌道の導入効果の増進に寄与する公共交通のあり方（各拠点を結ぶルート、

規格、構造等）について検討を行い、鉄軌道を含む公共交通軸を補完するフィーダー交通

に関する計画に反映 
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３．緑地空間等の整備 

「みどりの中のまちづくり」の実現に向けて、公民連携の下、公園・緑地と都市的土地

利用が融合した大規模公園エリアを整備 

水循環の継承や自然・歴史特性の保全・活用、周辺市街地からの利用といった跡地の特

性も活かし、都市基盤施設として、都市全体の価値や魅力を高める公園・緑地（少なくと

も約100ｈａ以上）を整備 

１）公園・緑地と都市的土地利用が融合した大規模公園エリアの整備 

跡地の将来像である「世界に誇れる優れた環境の創造」を体現する取組として、大規

模公園エリアの整備を位置づけ、従来の事業手法にとらわれない公民連携による新た

な土地利用や機能導入、事業手法等を検討 

① 公民一体となったボーダレスな緑地空間の形成 

・ 世界に誇れる環境づくりとしての「みどりの中のまちづくり」とは、全ての緑地空間が従

来の公園・緑地に関する制度の枠組みにとどまらない、公共・民間の枠組みを超えた周囲

のまちと一体化した形態を成すものとし、その実現には、国や民間企業をも巻き込み、こ

れらを可能とする新たな整備・管理手法の構築を推進 

・ 今後、国や県、市、民間企業とも連携し、跡地利用による大規模かつ一体的な緑地整備を

見据えた戦略的な整備手法等に関する検討を行い、具体的な区域や整備内容及び公民連携

方策等の計画に反映 

② 平和希求のシンボルとなる拠点空間の整備 

・ 米軍の飛行場であった史実を平和希求のシンボルとして受け継ぎ、多様な人々が集い、交

流し、繁栄と平和を創る拠点の形成を推進することを目標とし、沖縄平和祈念公園との棲

み分け・役割分担を踏まえた沖縄を代表する平和希求のシンボルとなる拠点空間整備を推

進 

・ 今後、跡地の歴史的な経緯を踏まえた平和希求のあり方について検討を行い、拠点空間に

ふさわしい導入機能や施設整備等の計画に反映 

③ 沖縄振興の拠点となる交流空間の整備 

・ 大規模公園エリアにおいては、振興拠点ゾーンの中心施設として、沖縄振興の拠点や跡地

のまちづくりの原動力として育てていくことを目標とし、沖縄を代表する国際的な交流空

間にふさわしい優れた風景づくりや産業振興を先導する施設、集客施設の導入等を推進 

・ 今後、交流空間にふさわしい優れたアイデアを広く募り、管理・運営のあり方等に関する

検討を行い、公園のデザインや集客施設等の計画に反映 
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④ 安全・安心な都市を支える防災機能の導入 

・ 大規模公園エリアは、中南部都市圏の中央に位置することや広大な空間が活用できること

に着目して、災害時には広域防災活動拠点としての機能を備えた計画づくりを推進 

・ 今後、広域的な計画において、広域防災拠点として普天間公園（仮称）が担うべき役割を

定め、普天間公園（仮称）における広域防災関連施設（災害時のライフラインの確保、救

援活動拠点の整備等）の計画に反映 

⑤ 新たな取組を象徴する普天間公園(仮称)の整備 

・ 「みどりの中のまちづくり」の中核を成す大規模公園エリアでは、新たな価値観の下での

大規模公園（普天間公園（仮称））と都市的土地利用が融合するまちの創造への挑戦を国

家プロジェクト（国営公園等）として推進 

・ 今後、沖縄記念公園（首里城公園・海洋博公園）等との機能分担や連携のあり方、国や県、

市による望ましい役割分担にもとづく整備・運営手法等に関する検討を行い、具体的な区

域や整備内容等の計画に反映 

２）水環境の継承 

跡地の特性を活かし、次世代に伝える環境づくりを目標として、跡地内外に亘る水環

境の継承の観点から自然・歴史特性の保全・活用と連携した公園等を整備 

① 広域的な水のネットワークを継承する公園・緑地の整備 

・ 跡地内外をつなぐ水のネットワークについて、流域毎の需要量の保全や土地利用を進めた

上での湧水量の確保に向け、地下水脈上部の緑化や積極的な敷地内緑化、地下水涵養手法

導入等の対策を推進 

・ 今後、基地内の立ち入り調査及び跡地周辺の湧水状況の把握等により、流域の明確化を図

ることで流域毎の保全箇所、必要流量等について検討を行い、公園・緑地の配置や敷地内

緑化に関する計画に反映 

② 水環境（地下水涵養）の継承と効果的な活用のための土地利用及び都市施設等整備 

・ 跡地内外における水環境の活用状況や持続可能な環境づくりの観点から既存の水環境の

継承を図った上での効果的な活用方法について検討を行い、地域資源としての活用を推進 

・ 今後、基地内の立ち入り調査及び跡地周辺の湧水状況の把握等により、流域の明確化を図

ることで流域毎の保全箇所、必要流量等について検討を行い、湧水の活用方法の精査や雨

水活用による循環型環境づくりに向けた土地利用及び都市施設等の整備に関する計画に反

映 
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３）自然・歴史特性の保全・活用に向けた公園・緑地の整備 

跡地の特性を活かし、次世代に伝える環境づくりを目標として、自然・歴史特性の保

全・活用と連携した公園・緑地を整備 

① 既存緑地や西側斜面緑地の保全と連携した公園・緑地の整備 

・ 多様な生物との共生、地域景観の保全・創出、特色ある土地の起伏の保全を目標として、

跡地の既存緑地や跡地の内外にまたがる西側斜面緑地の内、公共施設としての維持・管理

が必要な区域を選定して、公園・緑地を整備 

・ 今後、返還後の生物の生息・生育環境に関する現況調査にもとづき、保全すべき区域を定

め、公園・緑地の計画に反映 

② 「並松街道」の継承 

・ 首里城から普天満宮までつながっていた｢並松街道｣の継承を目標として、跡地においては、

その一体性・連続性を踏まえつつ、周囲の土地利用と相乗する形態を検討し、周辺市街地

においても、｢並松街道｣の全体像が見える空間づくりを推進 

・ 今後、｢普天満宮参詣道｣としての史跡指定の可能性や首里城公園との連携も視野に入れつ

つ、跡地における整備手法や跡地と普天満宮とを結ぶ区間等の周辺市街地における空間づ

くりの方向等について検討を行い、関連する計画に反映 

③ 重要な文化財の現状保存と連携した公園・緑地の整備 

・ 環境づくりの方針としている歴史が見えるまちづくりを目標として、現状保存の対象とし

て選定された重要な文化財の内、公共施設としての維持・管理が期待され、優れた風景づ

くりにもつながるものについては、活用を図るため公園・緑地を整備 

・ 今後、返還前及び返還後の試掘・確認調査等にもとづく現状保存の対象とする遺跡の選定

を待って、現状保存と連携した計画づくりの方向等に関する検討を行い、公園・緑地の計

画に反映 
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４）身近な生活の場となる公園・緑地の整備 

跡地の新しい住宅地の魅力を県民・市民にアピールするとともに、公園・緑地が不足

する周辺市街地からの利用を視野に入れて、身近な生き物やみどりとのふれあいの場

となる公園・緑地を整備 

① 跡地の住宅地の魅力向上に向けた公園・緑地の整備 

・ 新しい定住人口や交流人口の誘致に向けて、跡地の住宅地の魅力を高めるために、緑豊か

な憩いの場やコミュニティ活動の場となる身近な公園・緑地を整備 

・ 今後、緑地の計画フレーム等に関する検討成果をもとに、居住ゾーンの土地利用や公園・

緑地の計画に反映 

② 周辺市街地からの利用に配慮した公園・緑地の整備 

・ 周辺市街地には、公園・緑地が不足している市街地が多く見られるため、跡地においては、

周辺市街地からの利用に配慮した公園・緑地を整備 

・ 今後、緑地の計画フレームや周辺市街地における生活利便の向上等に関する検討を行い、

公園・緑地の計画に反映 
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４．供給処理・情報通信環境等の整備 

普天間飛行場の跡地においては、最先端の都市基盤技術を導入しながら、環境づくりと

連携した供給処理施設の基盤と産業立地や多様な都市サービス導入のインフラとなる情

報通信環境等を整備 

１）最先端の都市基盤技術の導入 

最先端の都市基盤技術については、自然環境の保全や都市課題の解決等への対応を

目標に環境の豊かさが持続するまちづくりに向けた取組を導入 

① 環境要素を活用したまちづくりの推進 

・ ヒートアイランド現象の緩和や生物多様性・水循環の確保、資源循環型社会の形成等を目

標として、跡地内に残る緑を最大限活用した水と緑のネットワークや風の道を生み出すグ

リーンインフラの整備に加え、雨水・地下水利用及び廃棄物エネルギー利活用技術の高度

化等を推進 

・ 今後、水収支シミュレーション等にもとづき、地下水を活用した省エネルギー化システム

の導入の可能性や生態系ネットワーク形成の手法等に関する検討を行い、緑地空間等の整

備に関する計画に反映 

② 環境負荷の低減に取り組むまちづくりの推進 

・ 脱炭素社会の実現に向けたまちづくりを目標として、エネルギー負荷の低いＬＣＣＭ（ラ

イフ・サイクル・カーボン・マイナス）住宅の導入や街全体でエネルギー利用の最適化（エ

ネルギーの面的利用等）を推進 

・ 今後、蒸暑地域における省エネ住宅や高効率のエネルギー利用の導入に関する検討を行い、

エネルギーの利活用や供給処理に関する計画に反映 

③ アジアを牽引するモデル地区となるまちづくりの推進 

・ 最先端技術を柔軟に導入する未来志向のまちづくりを目標として、跡地全体を様々な最先

端技術の実証実験の場として提供し、アジア地域を中心とする蒸暑地域において応用可能

な環境に配慮したパッシブデザインの研究やシームレスな移動を可能にする MaaS（モビ

リティ・アズ・ア・サービス）や自動運転等の導入を促進 

・ イノベーション産業に取り組む企業・研究機関の誘致に向け、跡地全体を実証実験・社会

実装の場として活用するための手法等に関する検討を行い、機能誘致や公共交通に関する

計画に反映 
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２）供給処理施設の基盤整備 

供給処理施設の基盤については、広域的な既定計画による施設整備に加えて、脱炭素

化、資源循環、水循環の保全等に向けた取組を導入 

① 広域における既定計画にもとづく施設整備 

・ 上水供給、汚水処理、ごみ処理については、広域的な既定計画により、電力やガスについ

ては、供給事業者の計画を踏まえ、地区単位あるいは周辺市街地を含む地域全体における

供給システムの導入により、沖縄型のスマートシティに対応した施設を整備 

・ 今後、計画フレームの検討等とあわせて、既定計画による対応可能性について確認を行っ

た上で、沖縄型のスマートシティの形成に向けたエネルギーの面的利用（スマートグリッ

ド）や分散型エネルギーシステム等の導入について検討を行い、供給処理施設の基盤に関

する計画に反映 

② 水循環の保全・活用に向けた雨水排水施設の整備 

・ 水循環の保全を目標として、雨水地下浸透を促進するとともに、跡地外への雨水流出を抑

制する雨水排水施設の整備や跡地の外から跡地に流入する河川や排水路の水質の改善に加

え、熱交換システム等による地下水を活用した省エネルギー化等を推進 

・ 今後、跡地における水収支シミュレーション等の成果にもとづき、雨水排水施設が担うべ

き地下浸透の目標を定め、地下水涵養手法等を検討し、雨水排水施設の計画に反映 

③ 再生可能エネルギーへの転換と連携した電力供給施設の整備 

・ 環境づくりの方針としている環境の豊かさが持続するまちづくりを目標として、太陽光・

風力・バイオマス等の多様な再生可能エネルギーやクリーンかつ安全なエネルギーの利用

等と連携した電力供給を推進 

・ 今後、立地機能の具体化とあわせて、エネルギー負荷の低い住宅の導入見通し等を確保し

た上で、電力供給事業者等との協働により、効率的なエネルギー利用の促進に向けたエネ

ルギーマネジメントシステム等の導入について検討を行い、電力供給施設に関する計画に

反映 
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３）情報通信環境の整備 

情報通信環境については、情報通信関連産業等の誘致や都市課題解決及び利便性の

高い生活を提供する持続可能なまちづくりを目標として、ハード・ソフトにわたる高度

な技術及び取組を導入 

① 情報通信環境の整備による産業立地の促進 

・ 跡地においては、沖縄県が掲げる「アジア有数の国際情報通信ハブの形成」を目標として、

最先端技術の実証実験等を可能にするSociety5.0の実現に向けた通信インフラの拡充や

情報通信関連制度による特例措置及び沖縄の持つ地理的・環境的優位性に関する情報発信

により、情報通信関連産業やイノベーション産業に取り組む企業・研究機関等の立地を促

進 

・ 今後、新たな技術革新の成果を取りいれた最新の情報通信環境の整備に向けた沖縄県の取

組等と連携して、跡地における機能誘致効果を高めるための創業支援制度や跡地全体を実

証実験・社会実装の場として活用するための環境整備等に関する検討を行い、関連する計

画に反映 

② 情報通信技術（ＩＣＴ）の活用及び最先端技術の導入による生活の豊かさの追求 

・ 最先端技術を柔軟に導入するまちづくりを目標として、高度な情報通信技術（ＩＣＴ）の

導入に加えて、ビッグデータやＡＩ、ＩｏＴ等の最先端技術を活用した沖縄型のスマート

シティの形成により、都市の課題を解決し、豊かで便利な生活を提供する持続可能なまち

づくりを推進 

・ 情報通信技術（ＩＣＴ）は常に進展していくことから、継続的な情報収集を行った上で、

跡地への導入が求められるサービスや情報通信環境の維持管理手法等に関する検討を行い、

様々な分野に反映 
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Ⅲ－４ 周辺市街地整備との連携の方針 

１．周辺市街地の改善と連携した跡地利用 

周辺市街地との連携による相互の発展、基地所在に起因する課題の解決に向けて、中南

部都市圏の都市機能の立地動向を踏まえた上で、周辺市街地との効果的な役割分担や連

携による跡地の整備や、周辺市街地の再編及び生活利便の向上等に向けた取組を導入 

1）中南部都市圏の動向を踏まえた周辺市街地との効果的な役割分担 

広域レベル、地域レベルから跡地と周辺市街地における都市機能等の連携・補完を進

めることで、跡地の「新たな沖縄の振興拠点」や周辺市街地の各拠点形成を推進 

① 集客圏域等を意識した適切な機能導入の連携 

・ 跡地における「新たな沖縄の振興拠点」や「都市拠点ゾーン」の創出にあたっては、周辺

市町村と連携し県及び中南部都市圏の持続的な発展を目指すとともに、広域レベル及び地

域レベルでの都市機能の立地動向に配慮した上で、それぞれの機能を連携・補完し相乗効

果を発揮するよう、適正な機能導入を推進 

・ 今後、跡地及び周辺市街地の拠点形成と機能導入に関する検討を行い、土地利用や周辺市

街地整備との連携に関する計画に反映 

② 「沖縄健康医療拠点」との連携を考慮した機能導入とネットワークの形成 

・ 西普天間住宅地区跡地における「沖縄健康医療拠点」の拠点性を発揮するため、跡地及び

跡地と当該拠点を結ぶ周辺市街地において、それらの機能をサポートし相乗効果を発揮す

る機能導入とネットワークの形成を推進 

・ 今後、「沖縄健康医療拠点」との連携を考慮した機能導入及び道路、交通、情報通信など

のネットワークの形成に関する検討を行い、土地利用や周辺市街地整備との連携に関する

計画に反映 
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２）周辺市街地の再編 

周辺市街地における市街地の再開発や既存施設の跡地への移転立地による市街地の

再編を支援するために、跡地における必要な用地の確保や跡地との連携による一体的

な周辺市街地の再編 

① 跡地と一体となった周辺市街地の再編 

・ 跡地と一体となった生活圏（市街地）を形成（創出）するエリアについては、エリア一体

の生活利便性の向上（或いは、発展）や市街地環境の改善に向けて、跡地整備にあわせた

都市機能の集約や都市基盤の改善とともに、跡地と周辺市街地の境界部分における各種規

制・誘導手法の検討による一体的な市街地形成を推進 

・ 今後、宜野湾市都市計画マスタープランなど各種計画との整合を図り、跡地利用の推進及

び円滑な整備の実施に向けて先行的に着手すべきエリアの検討とともに、地元意向との調

整及び事業手法等の検討を行い、周辺市街地における関連計画や土地利用及び周辺市街地

整備との連携に関する計画に反映 

② 市街地の再開発等に必要な用地の供給 

・ 周辺市街地の改善に向けた再開発や幹線道路の整備等を促進するために、跡地においては、

再開発等の事業化に必要な用地を計画的に供給 

・ 今後、市街地の再開発等に向けた地元意向や事業化可能性に関する検討を行い、跡地にお

ける用地供給の必要性を見極めた上で、土地利用や用地供給に関する計画に反映 

③ 既存施設の移転立地意向に対応した用地の供給 

・ 跡地のまちづくりによる宜野湾市の都市構造の変化を受けて、周辺市街地から跡地に向け

た既存施設の移転立地意向が高まることが想定されるため、跡地では移転先となる用地を

供給し、周辺市街地では跡地を活用した移転元の市街地の再編等を促進 

・ 今後、既存施設の再配置に向けた意向聴取にもとづき用地需要の見通しを確保するととも

に、跡地を活用した再開発の可能性等に関する検討を行い、土地利用や周辺市街地整備と

の連携に関する計画に反映 
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３）跡地と周辺市街地にまたがる生活圏の形成 

跡地と周辺市街地にまたがる生活圏を形成し、生活関連施設を共用することにより、

周辺市街地の生活利便の向上や跡地における住宅立地を促進 

① 周辺市街地からの利用に配慮した公園・緑地の整備 

・ 公園・緑地等が不足し防災上課題を有する周辺市街地においては、跡地と周辺市街地にま

たがる生活圏形成に向けて、周辺市街地からの利用に配慮した公園等を整備 

・ 今後、周辺市街地から利用しやすい公園・緑地等の配置のあり方に関する検討などを行い、

公園・緑地等の計画に反映 

② 周辺市街地の既存施設利用による跡地の住宅立地の促進 

・ 小・中学校や近隣店舗等については、跡地の新設施設と周辺市街地の既存施設を跡地と周

辺市街地で共用し、周辺市街地の生活利便を高めるとともに、跡地における住宅立地を促

進することを目標とし、跡地が分担すべき生活関連施設を整備 

・ 今後、跡地の計画フレームや跡地と周辺市街地にまたがる小・中学校の校区の再編、既存

施設の拡充等に関する検討を行い、居住ゾーンや学校施設整備等の計画に反映 
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２．跡地と周辺市街地にまたがる環境づくりと都市基盤整備 

跡地と周辺市街地にまたがる一体的な環境づくりや都市基盤整備に向けて、跡地のま

ちづくりとあわせて、周辺市街地における計画づくりを推進 

１）周辺市街地における環境づくり（周辺市街地に関連する方針を再掲） 

地域特有の環境づくりに向けた跡地と周辺市街地の一体的な取組を目標として、周

辺市街地では、既成市街地での実現性に配慮した計画づくりを推進 

① 西側斜面緑地の保全 

・ 広域的な水と緑のネットワーク構造の一翼を担う西側斜面緑地の周辺市街地の区域は、

「みどりの中のまちづくり」の実現に向け、大規模公園エリアとの一体的整備による施設

緑地や風致地区等の地域制緑地としての保全を推進 

・ 今後、宅地、森林、墓地が混在する状況を踏まえて、地元意向の反映や区域設定に関する

検討を行い、都市計画による地域地区指定等に関する計画に反映 

② 「並松街道」の継承 

・ 跡地における｢並松街道｣の継承とあわせて、周辺市街地においても｢並松街道｣の全体像が

見える空間づくりを目標として、「宜野湾」の歴史を見せる「並松街道」の多様な役割と

対応する整備のバリエーションを検討し、跡地、周辺市街地を含め、全体及び各所の風景

づくり計画に反映し、｢並松街道」の空間づくりに向けた取組を推進 

・ 今後、普天満宮、佐真下公園をはじめ、跡地と連携してその歴史・文化特性、景観や緑の

新たなネットワークを形成する地区等の検討や空間づくりに向けた手法、実現性に関する

検討を行い、周辺市街地における関連計画に反映 

③ 湧水利用による親水空間、農業、生物の生息・生育環境、民俗文化の継承 

・ 周辺市街地では、地域特有の水循環の全体像が見えるまちづくりを目標として、湧水利用

による農業、生物の生息・生育環境、民俗文化の継承に向けた取組を推進 

・ 今後、大山土地区画整理事業地区との連携による大山タイモ水田における営農の継続や親

水空間の創出、生物の生息・生育環境の保全に配慮した地下水涵養に資する公園・緑地等

に関する検討を行い、周辺市街地における関連計画に反映 

④ 跡地に流入する河川や排水路の水質の改善 

・ 地下水の水質の改善を目標として、周辺市街地においては、跡地に流入する河川や排水路

の水質の改善に向けた施設整備を推進 

・ 今後、水質の実態調査や汚染の要因の分析等にもとづき、水質の改善に向けた方策につい

て検討を行い、周辺市街地における関連計画に反映 
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２）周辺市街地における幹線道路の整備 

幹線道路網の周辺市街地区間については、沿道地域の地域住民等との協働による計

画づくりや跡地利用の早期実現に向けた取組を推進 

① 周辺市街地整備から見た道路構造・ルートの選定 

・ 幹線道路の周辺市街地区間は、生活圏分断の回避や沿道市街地整備との連携、跡地と周辺

市街地の一体化に向けたシンボル的な空間の創出等に取り組み、沿道地域の地域住民等と

の協働による計画づくりを推進 

・ 今後、周辺市街地整備から見た望ましい道路構造・ルートの選定に関する検討を行い、幹

線道路の計画に反映 

② 周辺市街地における幹線道路の早期整備の推進 

・ 周辺市街地の幹線道路の沿道地域の多くは既成市街地であり、計画づくりに向けた検討に

時間を要するため、跡地利用の早期実現に向けて、宜野湾市都市計画マスタープランなど

各種計画との整合を図り、跡地利用にあわせて一体的に整備する周辺市街地の幹線道路や

中部縦貫道路、宜野湾横断道路との交差点改良など、その影響範囲を踏まえ先行的に着手

すべき地区の整備を推進 

・ 今後、地元意向との調整や先行的に着手すべき地区の市街地再編に関する検討を行い、周

辺市街地における幹線道路整備に関する計画に反映 
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３）周辺市街地における供給処理施設等の整備 

跡地において進める環境づくりや供給処理基盤などのインフラ整備において、周辺

市街地へ展開するとともに、一体的な整備に向けた計画づくりを推進 

① 周辺市街地における都市基盤技術等の展開 

・ 跡地利用において導入する最先端の都市基盤技術等については、宜野湾市全体の環境の豊

かさが持続するまちづくりや都市の持続可能性を高めていくため、周辺市街地を含めて一

体的に各種都市基盤技術の導入を推進 

・ 今後、グリーンインフラの整備や街全体の再生可能エネルギー・未利用エネルギーの利用

推進、シームレスな移動を可能にする情報通信技術の普及・展開など、最先端の都市基盤

技術の導入について周辺市街地との連携が必要な地区の検討を行い、各種インフラ計画や

環境負荷の低減に取り組むまちづくり計画に反映 

② 周辺市街地における供給処理施設の基盤整備 

・ 各種供給処理施設の基盤整備や再生可能エネルギーの導入拡大については、跡地利用にあ

わせ影響のある周辺市街地地区を含め、関連する既定計画や供給事業者の計画を踏まえ推

進 

・ 今後、供給処理施設の効率的な運用に向けた整備計画の検討に加え、水循環の保全や環境

の豊かさが持続するまちづくりを周辺市街地へ展開することに留意した取組を推進 
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