
前述したとおり、わが国に直接脅威が及ぶことを防止・

排除することと、国際的な安全保障環境を改善してわが

国に脅威が及ばないようにすることの２つが、わが国の

安全保障の目標である。

わが国は、「わが国自身の努力」、「同盟国との協力」お

よび「国際社会との協力」を統合的に組み合わせること

により、これらの目標を達成することとしている。

1 わが国自身の努力

安全保障政策において、根幹となるのは自らが行う努

力である。この認識のもと、防衛大綱では、わが国自身

の努力として、国として総力をあげた取組により、わが

国に直接脅威が及ぶことを防止すべく最大限努めること

としている。また、わが国に脅威が及んだ場合には、政

府として迅速・的確に意思決定を行い、自衛隊、警察、海

上保安庁など関係機関が適切に連携し、政府が一体とな

って統合的に対応する。さらに、各種の緊急事態におけ

る国民の保護のための体制を整えるとともに、国と地方

公共団体が相互に緊密に連携し、万全の態勢を整えると

している。

同時に、わが国自身の努力として国際的な安全保障環

境の改善によって脅威を防止するため、外交活動などを

主体的に実施する。

また、安全保障の最終的な担保であるわが国の防衛力

については、多機能で弾力的な実効性のあるものとし、そ

の実現にあたっては、効率化・合理化を図る必要がある

としている。

2 日米安全保障体制（同盟国との協力）

日米安保体制は、わが国の安全確保にとって必要不可

欠なものであり、また、米国の軍事的プレゼンスは、ア

ジア太平洋地域の平和と安定を維持するために不可欠で

ある。さらには、テロとの闘いなど日米間でグローバル

な課題における協力が進んでいることを踏まえ、日米両

国の緊密な協力関係は、新たな脅威や多様な事態を予防

し、これに対応するための国際的取組を効果的に進める

上でも重要な役割を果たしている。

日米安保体制については、日米安全保障条約（日米安

保条約）という約束があれば、それだけで機能するわけ

ではなく、これを実効的なものとするため、平素から不

断の努力が欠かせない。このような観点から、防衛大綱

においては次の取組を明示している。

（1）日米間の戦略的な対話の実施（戦略目標、

役割分担、軍事態勢など）
防衛大綱において明確にしたわが国の安全保障および

防衛力のあり方に基づき、新たな安全保障環境とそのも

とにおける戦略目標に関する日米の認識の共通性を高め

つつ、日米の役割分担や軍事態勢などの安全保障全般に

関する米国との戦略的な対話に主体的に取り組む1。また、

この際、米軍の抑止力を維持しつつ、在日米軍施設・区

域にかかわる過重な負担軽減に留意する。

（2）日米安保体制強化のための努力
情報交換、各種運用協力、弾道ミサイル防衛（BMD）

に関する協力などの施策を積極的に推進することを通じ、

日米安保体制を強化していく。

3 国際社会との協力

防衛大綱では、国際社会との協力として、国際的な安

全保障環境を改善し、わが国の安全と繁栄に資するため、

政府開発援助（ODA）の戦略的な活用を含め外交活動を

積極的に推進するとしている。また、地域紛争、大量破

壊兵器などの拡散や国際テロなど国際社会の平和と安定
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第2節 防衛大綱の内容

1 わが国の安全保障の基本方針

1）大綱で示された考え方に基づきわが国が行った米国との間での協議の内容については、Ⅲ部２章２節（P194）参照

Ballistic Missile Defense

Official Development Assistance
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が脅かされるような状況は、わが国の平和と安全の確保

に密接にかかわる問題であるとの認識のもと、国際平和

協力活動を外交と一体のものとして主体的・積極的に行

うとしている。

特に、中東から東アジアにいたる地域の安定はわが国

にとって極めて重要であり、関係各国と共通の安全保障

1 防衛力の役割

防衛大綱においては、新たな安全保障環境を踏まえて、

①　新たな脅威や多様な事態への実効的な対応

②　本格的な侵略事態への備え

③ 国際的な安全保障環境の改善のための主体的・積極

的な取組

を防衛力の役割としており、それぞれの分野において実

効的にその役割を果たすために必要な自衛隊の体制を、効

率的な形で保持するものとしている。

なお、07大綱においては、各自衛隊の体制の維持を明

記しているが、防衛大綱では、新たな自衛隊の体制は統

合運用を基本とした事態対応から導き出されるものであ

るとの考え方に基づき、「防衛力の役割」の項目において、

事態ごとにその果たすべき役割・対応や自衛隊の体制の

考え方などを包括的に明示している。

（1）新たな脅威や多様な事態への実効的な対応
防衛大綱において示された新たな脅威や多様な事態へ

の考え方は、次のとおりである。

新たな脅威や多様な事態は、予測困難で突発的に発生

する可能性があるため、事態の特性に応じた即応性や高

い機動性を備えた部隊などをその特性やわが国の地理的

特性に応じて編成・配置することにより、これらに実効

的に対応する。また、事態が発生した場合には、迅速か

つ適切に行動し、警察、海上保安庁などの関係機関との

間では状況と役割分担に応じて円滑かつ緊密に協力し、事

態に対する切れ目のない対応に努める。

新たな脅威や多様な事態のうち、主なものへの対応は

次のとおりである。

上の課題に対する協力を推進し、この地域の安定に努め、

国連改革にわが国としても積極的に取り組み、ASEAN地

域フォーラム（ARF）などのアジア太平洋地域における

安全保障に関する多国間の枠組の努力を推進することと

している。

ア　弾道ミサイル攻撃への対応

弾道ミサイル攻撃に対しては、BMDシステムの整備を

含む所要の体制を早期に確立することにより、実効的に

対応する。

わが国に対する核兵器の脅威については、米国の核抑

止力とあいまって、BMDに関する取組により適切に対応

する。

Ⅲ部1章2節1（P156）

イ　ゲリラや特殊部隊による攻撃などへの対応

ゲリラや特殊部隊による攻撃などに対しては、部隊の

即応性を高め、機動性の向上を図り、迅速に部隊を集中

して対処するなど、状況に応じて柔軟に対応するものと

し、事態に実効的に対応できる能力を備えた体制を保持

する。

Ⅲ部1章2節2（P165）

ASEAN Regional Forum

2 防衛力のあり方

弾道ミサイル等に対する破壊措置命令を受けて�
市ヶ谷に展開したペトリオットPAC-3



ウ　島嶼
とうしょ

部に対する侵略への対応

多くの島嶼を有しているという地理的特性から、わが

国に対する武力攻撃の形態の一つとして想定される島嶼

部に対する侵略に対しては、部隊を機動的に海上・航空

輸送し、展開させ、精密誘導攻撃などによる実効的な対

処能力を備えた体制を保持する。

Ⅲ部1章2節3（P170）

エ 周辺海空域の警戒監視および領空侵犯対処や

武装工作船などへの対応

新たな脅威や多様な事態に実効的に対応するには、早

期にその兆候を把握することが、その未然防止や事態発

生時の拡大を防ぐために極めて重要である。このため、周

辺海空域における常続的な警戒監視は引き続き自衛隊の

重要な役割であり、そのための艦艇や航空機などによる

体制を保持する。

また、領空侵犯に対して即時適切な措置を講ずるもの

とし、そのために必要な戦闘機部隊の体制を保持する。さ

らに、北朝鮮の武装工作船事案や中国原子力潜水艦によ

るわが国の領海内潜没航行事案を踏まえ、周辺海域にお

ける武装工作船、領海内で潜没航行する外国潜水艦など

に適切に対処する。

Ⅲ部1章2節4（P171）

オ　大規模・特殊災害などへの対応

大規模な自然災害や原子力災害など特殊な災害の発生

に際して、自衛隊の能力を活用して、国民の安全を確保

することは極めて重要であり、これら人命または財産の

保護を必要とする各種事態に対しては、国内のどの地域

においても災害救援ができる部隊や専門能力を備えた体

制を保持する。

Ⅲ部1章2節5（P173）

（2）本格的な侵略事態への備え
わが国に対する本格的な侵略事態が生起する可能性は

低下する一方、新たな脅威や多様な事態への実効的な対

応、国際的な安全保障環境を改善するための主体的・積

極的な取組が新たな防衛力に求められている。

こうした安全保障環境を踏まえ、防衛大綱では、いわ

ゆる冷戦型の対機甲戦、対潜戦、対航空侵攻を重視した

整備構想を転換し、本格的な侵略事態に備えた装備・要

員について抜本的な見直しを行い、縮減を図ることとし

ている。

同時に、防衛力の本来の役割が本格的な侵略事態への

対処であり、また、その整備が短期間ではできないこと

から、本格的な侵略事態に対処するための最も基盤的な

部分を確保する。

Ⅲ部1章3節（P182）
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潜水艦「うんりゅう」進水式�

軽装甲機動車からの車上射撃訓練�



（3）国際的な安全保障環境の改善のための主体

的・積極的な取組
ア　国際平和協力活動への主体的・積極的な取組

防衛大綱では、国際平和協力活動について、それ以前

の「貢献」という位置付けではなく、わが国の平和と安

全をより確固たるものとすることを目的として、主体的・

積極的に取り組むこととした。

国際平和協力活動は、その範囲は非常に幅広く、外交

と一体のものとして政府全体として統合的に取り組む必

要がある。自衛隊は、政府全体の取組の中で、自己完結

性、組織力などの能力を生かして国際平和協力活動に適

切に取り組むため、教育訓練体制、所要の部隊の待機態

勢、輸送能力などを整備し、迅速に部隊を派遣し、継続

的に活動するための各種基盤を確立することとしている。

また、国際平和協力活動に適切に取り組むため、自衛

隊の任務における同活動の適切な位置付けを含め所要の

体制を整えることとされた。

Ⅲ部3章1節（P236）

イ　安全保障対話・防衛交流の推進など

各種の二国間・多国間訓練を含む安全保障対話・防衛

交流については、安全保障環境の変化、さらには、わが国

の国際平和協力活動の効果的な実施に資するという点も

踏まえつつ、引き続き、推進していく必要がある。これに

加え、国連を含む国際機関などが行う軍備管理・軍縮分

野の諸活動へ引き続き協力するなど、国際社会の平和と

安定に資する活動を積極的に推進することが必要である。

Ⅲ部3章2節（P255）、3節（P272）

2 防衛力の基本的な事項

前述の役割を果たすため防衛力の基本的な事項として、

防衛大綱では、次のものがあげられている。

（1）統合運用の強化
新たな安全保障環境の下、新たな脅威や多様な事態に

速やかに対応し、自衛隊の任務を迅速かつ効果的に遂行

するためには、当初から各自衛隊を一体的、有機的に運

用する統合運用体制を強化することが必要である。

このため、統合幕僚監部の設置、教育訓練、情報通信

などの各分野における統合運用基盤の確立、統合運用の

強化にあわせた既存の組織などの見直し、効率化を図る

ことが盛り込まれた。

Ⅲ部1章1節4（P153）

（2）情報機能の強化
多機能で弾力的な実効性のある防衛力を機能させるた

めには、各種事態の兆候を早期に察知するとともに、迅

速・的確な情報集約・共有など、高度な情報能力の保有

とその十分な活用が不可欠である。

このため、安全保障環境や技術動向などを踏まえた高

度で多様な情報収集能力や、総合的な情報分析・評価能

力などの強化を図るとともに、その能力を支える情報本

部をはじめとする情報部門の体制を充実することにより、

高度な情報能力を構築することとしている。

（3）科学技術の発展への対応
多機能で弾力的な実効性のある防衛力を実現するため

には、情報・科学技術の進歩にともなう各種技術革新の

成果を的確に反映させることが必要である。特に、内外

の優れた情報通信技術に対応し、先に述べた統合運用の

推進に不可欠となる確実な指揮命令と迅速な情報共有を

進めるとともに、運用および体制の効率化を図るため、高

度な指揮通信システムや情報通信ネットワークを構築す

ることとしている。

（4）人的資源の効果的な活用
限られた人的資源でより多くの成果を達成するために

は、自衛隊の任務の多様化・国際化、装備の高度化など

に対応できるよう、質の高い人材の確保・育成を図るべ

く、必要な教育訓練を実施する必要がある。

また、安全保障問題に関する研究・教育を推進すると

ともに、その人的基盤を強化することとしている1。
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1）「中期防衛力整備計画（平成17年度～平成21年度）について」（中期防）では、防衛省のシンクタンク的な機関である防衛研究所の安全保
障政策にかかわる研究・教育機能の充実を図ることとしている。
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防衛大綱では、前述の役割を果たすための防衛力の具

体的な体制が別表において示されており、その概要は次

のとおりである。

1 陸上自衛隊

（1）より実効的な作戦基本部隊の体制
平時、地域に配備する部隊（作戦基本部隊）について

は、予測が困難で、迅速な対処を要する新たな脅威や多

様な事態に実効的に対処するため、即応性や高い機動性

を備えた８個師団および６個旅団を編成し、わが国の国

土の山脈、河川、海峡といった地理的特徴などに応じた

14区画の各々に配置する。

（図表Ⅱ-2-2-1 参照）

（2）新たな安全保障環境に対応する体制移行
従来の対機甲戦を重視した整備構想を転換して、ゲリ

ラや特殊部隊による攻撃や大規模災害などの新たな脅威

や多様な事態に迅速に対応できるよう全国に部隊を配置

し、国際平和協力活動への対応を強化するため、「人（マ

ンパワー）」を重視した体制に移行する。

07大綱の編成定数16万人から15.5万人に削減しつつ、常

備自衛官の定員を07大綱の14.5万人から14.8万人に増やし、

実効的な対応を担保する。一方、主要装備である戦車、

特科
とっか

装備（火砲など）について、前者は約900両から約600

両に、後者は約900両／門から約600両／門にそれぞれ削減

する。

（図表Ⅱ-2-2-2 参照）

（3）中央即応集団の新編
各種の事態が生起した場合に事態の拡大防止などを図

るため、機動運用部隊（中央即応連隊など）や各種専門

部隊（中央特殊武器防護隊など）を一元的に管理し、事

態発生時に各地に迅速に提供する部隊として、中央即応

集団を新編する。また、同集団の下に、国際平和協力活

動に迅速に派遣するとの観点から、必要な教育訓練や研

究などを行う国際活動教育隊を新編する。

3 防衛力の具体的な体制

図表Ⅱ－2－2－1　�
防衛大綱における師団・旅団の配置�
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2 海上自衛隊

（1）より実効的に対応するための新たな護衛艦

部隊の体制
限られた隻数の護衛艦でより多くの練度の高い艦を確

保し、各種事態に即応するため、従来の固定的な編成を

改め、各艦の練度に応じて部隊を編成する。

機動運用部隊については、事態に即応し持続的に対応

する体制として、８個隊（１個隊４隻）に集約化し、地

域配備部隊については、現状の安全保障環境を踏まえ、５

個警備区にそれぞれ１個隊を配備する体制とする。

（2）新たな脅威や多様な事態への対応を重視し

た潜水艦部隊の体制
新たな脅威や多様な事態にかかわる兆候をいち早く察

知し柔軟な対処を可能とするため、東シナ海と日本海の

海上交通の要衝などに潜水艦を配備し、情報収集などを

実施できる体制として、引き続き潜水艦16隻を保有する

（部隊については、６個隊（１個隊２～３隻）を４個隊

（１個隊４隻）に集約化）。

（3）作戦用航空機部隊の効率化
周辺海域の警戒監視態勢および即応性、実効性を確保

しつつ、統合・効率化などにより、作戦用航空機の機数

（哨戒機および回転翼掃海・輸送機を含む）は約170機か

ら約150機に削減する。

固定翼哨戒機部隊については、能力の向上したP-3C後

継機（P-1）を導入するとともに、効率化の観点から、現

在の８個隊を４個隊に集約化する。回転翼哨戒機部隊に

ついては、より効率的な運用を図る観点から、全機の艦

載運用を基本とし５個隊に集約化する。
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51大綱� 07大綱� 防衛大綱�

編
成
定
数�

主
要
装
備�

15.5万人�
常備定数　　：14.8万人�
即応予備員数：  0.7万人�

16万人�

常備定数　　：14.5万人�
即応予備員数：  1.5万人�

戦　車：約900両�
火砲等：約900門／両�

戦　車：約600両�
火砲等：約600門／両�

戦　車：約1,200両�
火砲等：約1,000門／両�

18万人�

図表Ⅱ－2－2－2　目標とする編成定数および主要装備数量の変遷�



3 航空自衛隊

（1）戦闘機部隊の効率化
戦闘機部隊については、領空侵犯などに対して適時適

切な措置を講じるため、基幹部隊の体制を維持するが、本

格的な侵略事態生起の可能性が低下したことなどを踏ま

え、効率化などを図ることにより、機数を約300機から約

260機とする。

また、戦闘機を含む作戦用航空機については、航空偵

察部隊の規模縮小などにより、機数を約400機から約350機

とする。

（図表Ⅱ-2-2-3 参照）

（2）輸送・展開能力の強化
島嶼部に対する侵略に対し実効的に対応するとともに、

国際平和協力活動に適切に取り組むため、空中給油・輸

送部隊を新設する。

（図表Ⅱ-2-2-4 参照）

（3）警戒航空隊の２個飛行隊化
警戒航空隊については、07大綱の１個飛行隊を、機能

別に早期警戒管制機（E-767）の部隊と早期警戒機（E-2C）

の部隊に分け、２個飛行隊に改編する。

4 弾道ミサイル防衛にも使用し得る主要装
備・基幹部隊

防衛大綱においては、自衛隊の体制は、多様な役割を

果たし得るものでなければならないとしている。その中

でもBMDについて、その具体的な体制を可能な限り明ら

かなものとし、透明性を確保することにより、国内外に

対して、理解を得ていくことが重要であると判断した。こ防
衛
大
綱
と
防
衛
力
整
備

第
　
　
章

126 第２節　防衛大綱の内容

2

第Ⅱ部　わが国の防衛政策の基本と防衛力整備

百里�

三沢�

千歳�

小松�

築城�

那覇�

新田原�

北部防衛区域�

中部防衛区域�

南西防衛区域�

西部防衛区域�

図表Ⅱ－2－2－3　戦闘機部隊の体制�

図表Ⅱ－2－2－4　輸送機部隊の将来体制�

KC-767C-XC-1 C-130H

約30トン�

最大積載量�

航続距離�

約30トン�

約8トン�
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�
�
（2.
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搭載
時）
�

�
�
（5トン搭載時）�

�
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）
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�

�
�
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　K
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�

　7
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ン搭
載時
）�

　C
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　1,
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km�

（2.
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時）
�

　C-X�　6,500km�
（12トン搭載時）�



のため、特にBMDシステムの具体的な体制については、

別表において「弾道ミサイル防衛にも使用し得る主要装

防衛大綱においては、防衛力の整備、維持および運用

に際して、次の点に留意することとしている。

1 財政事情、装備品などの取得、防衛施設の
維持・運用

厳しさを増す財政事情を勘案し、一層の効率化、合理

化を図り、経費を抑制するとともに、国のほかの諸施策

との調和を図りつつ防衛力全体として円滑に十全な機能

を果たし得るようにする必要がある。

また、装備品などの取得にあたってのライフサイクル

コスト1の抑制に向けた取組の推進、効果的かつ効率的な

研究開発の実施、中核技術分野などへの限られた資源の

重点的配分による真に必要な防衛生産・技術基盤の確立

などに努める。

防衛施設の効率的な維持および整備を推進するため、当

該施設の周辺地域とのより一層の調和を図るための諸施

策を実施する。

2 防衛力の目標の達成時期とその見直し

防衛大綱においては、具体的な防衛力の目標の達成時

期をより明確に示すことが重要との考えから、防衛力の

あり方についておおむね10年後までを念頭に置くとされ

ている。

一方、５年後または情勢に重要な変化が生じた場合に

は、その時点における安全保障環境、技術水準の動向な

どを勘案し検討の上、必要な修正を行うこととされた。

また、あわせて、防衛大綱策定の過程で問題提起があ

った米国との共同開発・生産案件やテロ・海賊対策支援

などに資する案件については、今後、国際紛争などの助

長を回避するという平和国家としての基本理念に照らし、

個別の案件ごとに検討の上、結論を得ることとされた2。

なお、武器の輸出管理については、武器輸出三原則等

のよって立つ平和国家としての基本理念にかんがみ、今

後とも引き続き慎重に対処するとの方針を堅持していく

旨についても同談話の中で明らかにしている。

防衛大綱の策定の際に発出された官房長官談話の中で、

武器輸出管理に関する事項としてBMDシステムに関する

案件については、日米安保体制の効果的な運用に寄与し、

わが国の安全保障に資するとの観点から、共同で開発・

生産を行うこととなった場合には、厳格な輸出管理を行

う前提で武器輸出三原則等によらない、との言及がなさ

れている1。

資料11～12（P336～337）

備・基幹部隊」1 を明記している。

（図表Ⅱ-2-2-5 参照）
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3-1）海自の主要装備（イージス・システム搭載護衛艦：４隻）および空自の基幹部隊（航空警戒管制部隊：７個警戒群および４個警戒隊、
地対空誘導弾部隊：３個高射群）が該当する。BMDシステム整備については、Ⅲ部１章２節（P157）参照

4-1）装備品などの構想、開発、量産、運用（維持・修理を含む）、廃棄に至るライフサイクルを通じて要する総経費

5-1）この談話も踏まえつつ、BMDについての海上配備型上層システムにかかわる日米共同技術研究については、05（平成17）年12月24日の
安全保障会議および閣議において、平成18年度から日米共同開発に移行することが決定された。また、同日発出された、官房長官談話
においては、「本件日米共同開発において米国への供与が必要となる武器については、武器の供与のための枠組みを今後米国と調整し、
厳格な管理の下に供与する」こととされた。これを受けて06（同18）年６月、従来「対米武器技術供与取極」の下で供与が可能であっ
た「武器技術」に加えて、日米BMD共同開発などのための武器・武器技術を対象として供与の枠組を定める「対米武器・武器技術供与
取極」が日米政府間で締結された。（Ⅲ部１章２節１・Ⅲ部２章３節５参照）

5-2）06（平成18）年６月、インドネシア共和国に対するテロ・海賊行為などの取締り・防止に対する支援として、武器輸出三原則等におけ
る武器等に当たる巡視船艇にかかわる無償資金協力が決定された。この時発出された官房長官談話において、当該巡視船艇の輸出につ
いては、「相手国政府との国際約束で、テロ・海賊行為などの取締り・防止に限定して使用されることおよびわが国政府の事前同意なく
第三者に移転しないことが担保されること」を条件として、武器輸出三原則等によらないこととされている。

4 留意事項

5 武器輸出三原則等
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編成定数�
　常備自衛官定員�
　即応予備自衛官員数�

平時地域に配備す�
る部隊

�
�
�
�
機動運用部隊�
�
�
地対空誘導弾部隊�
戦車�
主要特科装備�
護衛艦部隊�
（機動運用）�
護衛艦部隊�
（地域配備）�
潜水艦部隊�
掃海部隊�
哨戒機部隊�
護衛艦�
潜水艦�
作戦用航空機�
航空警戒管制部隊�
�
�
�
戦闘機部隊�
　要撃戦闘機部隊�
　支援戦闘機部隊�
航空偵察部隊�
航空輸送部隊�
空中給油・輸送部隊�
地対空誘導弾部隊�
作戦用航空機�
　うち戦闘機�
イージス・システ�
ム搭載護衛艦�
航空警戒管制部隊�
�
地対空誘導弾部隊�

主要�
装備�

主要�
装備�

主要�
装備�

弾道ミサ�
イル防衛�
にも使用�
し得る主�
要装備・�
基幹部隊�

18万人�
�
�

12個師団�
�

２個混成団�
１個機甲師団�
１個特科団�
１個空挺団�
１個教導団�

１個ヘリコプター団�
８個高射特科群�

－�
－�

４個護衛隊群�
�

（地方隊）10個隊�
�

６個隊�
２個掃海隊群�

（陸上）16個隊�
約60隻�
16隻�

約220機�
28個警戒群�

－�
１個飛行隊�

�
－�

10個飛行隊�
３個飛行隊�
１個飛行隊�
３個飛行隊�

－�
６個高射群�
約430機�
約350機�

－�
�

－�
－�
－�

16万人�
14万５千人�
１万５千人�
８個師団�
６個旅団�

�
１個機甲師団�

�
１個空挺団�

�
１個ヘリコプター団�

８個高射特科群�
約900両�

約900門／両�
４個護衛隊群�

�
（地方隊）７個隊�

�
６個隊�

１個掃海隊群�
（陸上）13個隊�

約50隻�
16隻�

約170機�
８個警戒群�
20個警戒隊�
１個飛行隊�

�
－�

９個飛行隊�
３個飛行隊�
１個飛行隊�
３個飛行隊�

－�
６個高射群�
約400機�
約300機�

－�
�

－�
－�
－�

15万５千人�
14万８千人�

７千人�
８個師団�
６個旅団�

�
１個機甲師団�

�
中央即応集団�

�
�

８個高射特科群�
約600両�

約600門／両�
４個護衛隊群�
（８個隊）�
５個隊�

�
４個隊�

１個掃海隊群�
９個隊�
47隻�
16隻�

約150機�
８個警戒群�
20個警戒隊�

１個警戒航空隊�
（２個飛行隊）�
12個飛行隊�

－�
－�

１個飛行隊�
３個飛行隊�
１個飛行隊�
６個高射群�
約350機�
約260機�
４隻�

�
７個警戒群�
４個警戒隊�
３個高射群�

16万１千人程度�
（注）15万２千人程度�

８千人程度�
８個師団�
６個旅団�

�
１個機甲師団�

�
中央即応集団�

�
�

８個高射特科群�
約790両�

約830門／両�
４個護衛隊群�
（８個隊）�
６個隊�

�
５個隊�

１個掃海隊群�
９個隊�
48隻�
16隻�

約170機�
８個警戒群�
20個警戒隊�

１個警戒航空隊�
（２個飛行隊）�
12個飛行隊�

－�
－�

１個飛行隊�
３個飛行隊�
１個飛行隊�
６個高射群�
約350機�
約260機�
４隻�

�
７個警戒群�
４個警戒隊�
３個高射群�

区　　　　分� 51大綱� 07大綱� 防衛大綱� 中期防完成時�

陸

上

自

衛

隊�

海

上

自

衛

隊�

航

空

自

衛

隊�

基
幹
部
隊�

基
幹
部
隊�

基
幹
部
隊�

図表Ⅱ－2－2－5　大綱別表の比較および中期防完成時の体制�

（注）中期防における常備自衛官の充足については、新たな脅威や多様な事態に実効的に対応し、国際平和協力活動に主体的・積極的に取
り組むため、現状と同等レベルを確保することとし、充足についてはおおむね14万６千人程度を目途としている。�
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COLUMN 解説�VOICE

防衛の最前線（対馬）で活躍する隊員の声

皆さんの中には、韓国に行かれたことのある方は多いと思いますが、
その韓国に一番近い日本の島、対馬に来られたことはあるでしょうか。
対馬は風光明媚な土地であるとともに、歴史的にも元寇など数々の
侵攻を受けてきた島であり、現在、陸上自衛隊の対馬駐屯地、海上自
衛隊の対馬防備隊、そして航空自衛隊の海栗島

う に じ ま

分屯基地が所在して、
この地域を守っています。私が勤務する海栗島分屯基地は、対馬の最
北端に位置する、言わば離島の離島であり、韓国まで約50kmとま
さに国境の最前線にあります。天候が良ければ、釜山の街並みが肉眼
で確認できるくらいです。また、離島という特性上、毎日船で通勤す
るという他の基地にはない特徴を持っています。
現在私は、第19警戒隊監視小隊に所属しています。監視小隊は、

わが国に接近する航空機などをレーダーにより監視する部署であり、
この地域の防空の目として、24時間365日、不断の監視業務にあた
っています。私は、この監視小隊で、日々、警戒監視業務に従事するとともに、無線を使って、日本の航空機のパイロット
に対する支援なども行っています。
ところで、私が何故、海栗島分屯基地で勤務するようになったかについてですが、以前から歴史のある対馬での勤務に興
味と関心があり、また、厳しい環境に身を置くことで何かしら得るものがあり、自分にプラスになるだろうと考えたからで
す。さらに、前の勤務地で指導を受けた、尊敬する諸先輩が勤務しているということも自分の中で大きかったと思います。
自ら希望した勤務ではありますが、普通の人なら寝ているような深夜にも勤務することが頻繁にあるため、体調管理に気
を使いながら緊張感を持続させておくことが、正直言って辛い時期もありました。しかし、勤務のオン・オフにメリハリを
付けた生活で、心身をリフレッシュさせています。
今の勤務の中で、とても印象に残っていることがあります。それは、対馬近傍に国籍不明機が出現した時です。この時の、
オペレーション・ルームで勤務していた全員が一体となって、対象機の情報や位置を正確、迅速に探知して防空指令所に通
報するなど、緊迫した雰囲気の中で対応にあたったことは今でも忘れられません。まさに、防衛の最前線で勤務していると
実感した時でした。この経験を忘れることなく、これからも監視小隊の一員として、職務を全うできるよう研鑽

けんさん

するととも
に、自分がこれまで得た知識や技能を後輩に伝え、「防空の目」として頑張っていきたいと思います。
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