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Ministry of  Defense

防衛力抜本的強化の
進捗と予算

令和７年度概算要求の概要



7つの重視分野 抜本的強化の進捗状況（一例）

スタンド・オフ
防衛能力

統合防空ミサイル
防衛能力

無人アセット
防衛能力

防衛力整備計画の進捗状況
○ 我が国の防衛上必要な機能・能力として、次の７つの分野を重視して、防衛力の抜本的強化を推進。
○ 事業の進捗管理を徹底し、概ね計画どおり進捗。
○ 令和７年度概算要求においても、計画期間内の防衛力抜本的強化実現のため、令和７年度中に着手すべき

事業を計上。

トマホーク
（イメージ）

ＵＡＶ(中域用)機能向上型
(イメージ)

長期運用型ＵＵＶ
（イメージ）

島嶼防衛用高速滑空弾
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・１２式地対艦誘導弾能力向上型(地発型)の配備１年前倒し（2026年度→2025年度）

・トマホークの取得１年前倒し（2026年度→2025年度）

・トマホーク運用のための海上自衛官等に対する要員養成教育を

実施（2024年3月～8月）

・島嶼防衛用高速滑空弾の事前発射試験実施（2024年4月）

・イージス・システム搭載艦の基本設計を完了し、詳細設計を加速

（2024年2月～）

・ＧＰＩの日米共同開発に関するプロジェクト取決めに署名

（2024年5月）
※ GPI: Glide Phase Interceptor(滑空段階迎撃用誘導弾)

・2023年度以降、各種ＵＡＶを着実に取得

・2023年度中に合計１０機種の各種ＵＡＶの

運用実証を実施

・各種無人アセットに関する研究開発を推進

イージス・システム搭載艦
（イメージ）

ＵＡＶ(挟域用)
（イメージ)

運用中の主なＵＡＶ
研究開発中の
無人アセット



7つの重視分野 抜本的強化の進捗状況（一例）

領域横断作戦能力
（宇宙・サイバー・
陸海空領域）

指揮統制・情報関
連機能

機動展開能力・
国民保護

持続性・強靱性
（弾薬・維持整備・
施設の強靱化）

防衛力整備計画の進捗状況

トマホーク
（イメージ）

防衛省クラウド(仮称)（イメージ）

ＰＦＩ船舶(はくおう)

・航空自衛隊第２宇宙システム管理隊(防府北)の新編(2024年3月)
・陸上自衛隊システム通信・サイバー学校(久里浜)に改編

(2024年3月）
＜南西地域の防衛体制強化＞
・陸上自衛隊第２特科団(湯布院)に改編(2024年3月)
・陸上自衛隊第７地対艦ミサイル連隊(勝連)の新編(2024年3月）

・防衛省クラウド(仮称)への集約に向け、各自衛隊

クラウドに係るシステム設計・製造に着手

・多用途ヘリコプター(UH-2)を取得(2023年度納入実績：２機）

・能登半島地震にて被災された方の休憩所等としてPFI船舶を活用

・2024年度末に新編される自衛隊海上輸送群(仮称)にて運用する

中型級船舶1隻、小型級船舶1隻を2024年度第3四半期に進水

・自衛隊施設の集約・建て替え等に向けた「マスター
プラン」を順次作成し、設計・工事等に着手
※ 駐屯地・基地等の全体を２８３地区に区分して、保有する建物やライフ

ラインなどについて、現状の把握・評価を行い、施設の機能・重要度に応
じた構造強化、離隔距離確保のための再配置・集約化等を含んだ「マスタ
ープラン」を作成。

・全国で6施設における36棟の火薬庫を新設することを
決定(2024年8月)

地対艦誘導弾(SSM)

ＵＨ－２

衛星妨害状況把握装置

2

駐屯地・基地等の再配置・
集約化(イメージ)



令和7年度概算要求 ～基本的な考え方～

○ 「防衛力整備計画」の３年度目となる令和７年度概算要求では、「防衛力整備計画対
象経費については、『防衛力整備計画』を踏まえ、所要の額を要求する」との概算要
求基準に基づき、計画期間内の防衛力抜本的強化実現のため、令和７年度中に着手す
べき事業を積み上げるとともに、計画期間中のこれまでの事業の進捗状況や予算の執
行状況も踏まえ、歳出予算の要求額を着実に増額。

○ 「国家防衛戦略」(令和４年１２月１６日閣議決定)及び 「防衛力整備計画」 (令和４
年１２月１６日閣議決定)に基づき、防衛力の抜本的強化に当たって重視する７つの分
野について、重点的に推進。例えば、スタンド・オフ防衛能力の実効性確保のため、
目標情報の収集等に資する衛星コンステレーションの構築に着手するとともに、統合
防空ミサイル防衛能力、無人アセット防衛能力、領域横断作戦能力等の将来の防衛力
の中核となる分野の抜本的強化を引き続き実施。現有装備品の最大限の活用のための
可動数向上や弾薬確保、防衛施設の強靱化への投資を引き続き重視。

○ また、厳しい募集環境に直面する中、防衛力を「人」の面から強化するため、処遇面を
含む職業としての魅力化や、部隊の高度化、部外力の活用を通じた人的基盤を抜本的に強
化し、衛生機能も強化。さらに、いわば防衛力そのものである防衛生産・技術基盤の維
持・強化のため、防衛生産基盤強化法に基づく措置を含めた各種の事業を着実に実施する
とともに、研究開発や民生の先端技術の積極的活用に向けた取組を推進。

○ 取得に当たっては、足下の物価高・円安の中、経費の精査に努めるとともに、まとめ
買い・長期契約等による装備品の効率的な取得を一層推進。
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令和7年度概算要求 ～主な計数～

【歳出予算（三分類）】
（単位：億円）
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(説明)
１．[ ]は、対前年度伸率（％）である。
２．計数については、四捨五入によっているので計と符合しないことがある。
３．「防衛関係費」の行の下段（ ）内は、SACO関係経費、米軍再編関係経費のうち地元負担軽減分を含んだものである。
４．「防衛関係費」は、防衛省が所管する経費に、防衛省のシステムに係るデジタル庁所管経費を含めたものである。
５．SACO関係経費、米軍再編関係経費のうち地元負担軽減分及び可動数向上・弾薬確保について、事項要求としている。

区 分

令 和 ６ 年 度

予 算 額

令 和 ７ 年 度

概 算 要 求 額

対前年度

増△減額

対前年度

増△減額

防衛関係費 ７７，２４９
（７９，４９６）

１１，２４８[１７．０]
（１１，２７７[１６．５]）

８５，３８９
（８５，３８９）

８，１４０[１０．５]
（５，８９３[７．４]）

人件・糧食費 ２２，２９０ ３２０ [１．５] ２２，７２８ ４３８ [２．０]

物件費 ５４，９６０
（５７，２０６）

１０，９２７[２４．８]
（１０，９５７[２３．７]）

６２，６６１
（６２，６６１）

７，７０２[１４．０]
（５，４５５[９．５]）

歳出化経費 ３７，９２８
（３９，４８０）

１２，７４５[５０．６]
（１２，９４９[４８．８]）

４４，５２７
（４４，５２７）

６，５９９[１７．４]
（５，０４７[１２．８]）

一般物件費 １７，０３２
（１７，７２７）

△１，８１８[△９．６]
（△１，９９２[△１０．１]）

１８，１３４
（１８，１３４）

１，１０３[６．５]
（４０８[２．３]）



令和7年度概算要求 ～配分～

※ 計数については、四捨五入によっているので計と符合しないことがある。

○ 来年度も、今年度に引き続き、１５区分の配分額の中できめ細やかに進捗状況を管理

（契約ベース）
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区 分 分 野 ５年間の総事業費 令和５年度事業費 令和６年度事業費 令和７年度概算要求

スタンド・オフ防衛能力 約 ５兆円 １兆４，１３０億円 ７，１２７億円 ９，７００億円

統合防空ミサイル防衛能力 約 ３兆円 ９，８２９億円 １兆２，２８４億円 ５，３７３億円

無人アセット防衛能力 約 １兆円 １，７９１億円 １，１４６億円 １，０３２億円

領域横断作戦能力

宇宙 約 １兆円 １，５２９億円 ９８４億円 ２，２６５億円

サイバー 約 １兆円 ２，３６３億円 ２，０２６億円 ２，６４５億円

車両・艦船・
航空機等

約 ６兆円 １兆１，７６３億円 １兆３，３９１億円 １兆１，４４６億円

指揮統制・情報関連機能 約 １兆円 ３，０５３億円 ４，２４８億円 ４，０７１億円

機動展開能力・国民保護 約 ２兆円 ２，３９６億円 ５，６５３億円 ４，４７６億円

持続性・強靱性

弾薬・誘導弾
約 ２兆円

（他分野も含め約５兆円）
２，１２４億円

（他分野も含め8,283億円）
４，０１５億円

（他分野も含め9,249億円）
３，４４０億円

（他分野も含め6,502億円）

装備品等の維持
整備費・可動確保

約 ９兆円
（他分野も含め約10兆円）

１兆７，９３０億円
（他分野も含め2兆355億円）

１兆９，０９４億円
（他分野も含め2兆3,367億円）

１兆７，５１１億円
（他分野も含め2兆2,110億円）

施設の強靱化 約 ４兆円 ４，７４０億円 ６，３１３億円 ８，５７１億円

防衛生産基盤の強化
約 ０．４兆円

（他分野も含め約１兆円）

９７２億円
（他分野も含め1,469億円）

８３０億円
（他分野も含め920億円）

１，０１２億円
（他分野も含め1,067億円）

研究開発
約 １兆円

（他分野も含め約3.5兆円）

２，３２０億円
（他分野も含め8,968億円）

２，２５７億円
（他分野も含め8,225億円）

２，３４２億円
（他分野も含め6,596億円）

基地対策 約 ２．６兆円 ５，１４９億円 ５，１３８億円 ５，３６１億円

教育訓練費、燃料費等 約 ４兆円 ９，４３７億円 ９，１１８億円 ８，０８０億円

合 計 約 ４３．５兆円 ８兆９，５２５億円 ９兆３，６２５億円 ８兆７，３２６億円



令和7年度概算要求 ～重点ポイント～

◆ スタンド・オフ防衛能力◆ スタンド・オフ防衛能力

【各種スタンド・オフ・ミサイルの整備】
○ 前年度に引き続き、射程や速度、飛翔の態様、対処目標、発射

プラットフォームといった点で特徴が異なる様々なスタンド・
オフ・ミサイルの研究開発・量産・取得を実施
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例
令和５
年度

(2023)

令和６
年度

(2024)

令和７
年度

(2025)

令和８
年度

(2026)

令和９
年度

(2027)

１２ＳＳＭ
能力向上型

潜水艦発射型
誘導弾

新地対艦・地対地
精密誘導弾

島嶼防衛用
高速滑空弾

極超音速誘導弾

トマホーク

★量産着手

▼配備予定(地発型)

▼配備予定

◆製造態勢拡充

★量産着手(艦発型)

◆製造態勢拡充

□開発着手(～R9)

▼配備予定
(早期装備型)

★量産着手(地発型)

★量産着手(早期装備型)
□開発着手(能力向上型)(～R12)

□開発着手(～R12)

□開発着手(～R13)

【衛星コンステレーションの構築】(３，２３２億円)
○ スタンド・オフ防衛能力に必要な目標の探知・追尾能力の獲得

のため、令和７年度末から衛星コンステレーションの構築を開始
(ＰＦＩ方式)

令和７年度
(2025)

令和８年度
(2026)

令和９年度
(2027)

令和１０年度～
(2028～)

公募

契約

・構築開始
（段階的に順次打ち上げ）

※令和７年度以降のスケジュールについては全て予定

衛星コンステレーション
(イメージ)

☛衛星コンステレーションとは・・・
一定の軌道上に多数の小型人工衛星を連携させて一体的に運用する

システムのこと。

◆ 領域横断作戦能力（宇宙領域）◆ 領域横断作戦能力（宇宙領域）

【宇宙作戦団(仮称)の新編】
○ 航空宇宙自衛隊への改称も見据え、宇宙空間の監視や対処任務を

目的とする宇宙作戦団(仮称)を新編

【次期防衛通信衛星等の整備】(１，３５３億円)
○ 現在運用中のＸバンド防衛通信衛星(きらめき２号機)の後継機

として、通信能力等が向上された次期防衛通信衛星等を整備

※令和７年度以降のスケジュールについては全て予定

☛ＰＦＩ(Private Finance Initiative)とは・・・
公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び

技術的能力を活用して行う契約手法のこと。

・本格的運用開始

※令和７年度以降のスケジュールについては全て予定



令和7年度概算要求 ～重点ポイント～

◆ 機動展開能力・国民保護◆ 機動展開能力・国民保護

◆ 防衛生産・技術基盤◆ 防衛生産・技術基盤

【次期戦闘機の開発】(１，１２７億円)
○ 令和２年度から開始した次期戦闘機の開発は、日英伊３か国共同で設立するＧＩＧＯ(GCAP International Government

Organisation)を通じた開発に移行する計画。
○ 令和７年度より、日英伊が３か国それぞれで実施していた機体及びエンジンの設計等の作業をＧＩＧＯの下に一元化し、

３か国で緊密に連携して実施
○ 次期戦闘機の開発と並行して、次期戦闘機に搭載する次期中距離空対空誘導弾を我が国で開発。

【民間海上輸送力の活用】(６隻：５０９億円)
○ 島嶼部等へ必要な部隊等を確実に輸送するために、民間

船舶６隻(２隻から８隻体制へ)を確保
（ＰＦＩ方式）
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【各種輸送船舶の取得】(３隻：２０３億円)
○ 島嶼部への海上輸送能力強化のため、中型級船舶・小型

級船舶・機動舟艇を１隻ずつ取得し、共同の部隊として新
編される自衛隊海上輸送群(仮称)にて運用

※令和７年度以降のスケジュールについては全て予定 ※令和７年度以降のスケジュールについては全て予定

※令和７年度以降のスケジュールについては全て予定



令和7年度概算要求 ～新たなるプロジェクト～

◆ 人的基盤の抜本的強化に関する取組◆ 人的基盤の抜本的強化に関する取組

令和６年７月に設置した「人的基盤の抜本的強化に関する検討委員会」において、以下の施策に関して議
論された内容を踏まえ、防衛力の抜本的強化の実現のため、必要な予算を計上。

（１）処遇面を含む職業としての魅力化
（２）ＡＩ等を活用した省人化・無人化による部隊の高度化
（３）ＯＢや民間などの部外力の活用

処遇面を含む職業としての魅力化

【自衛官等の給与・手当等の見直し】
○ 任期制士の処遇改善(自衛官任用一時金の見直し)

○ 転勤で長距離異動する自衛官の処遇改善

○ 陸海空自衛隊のサイバー専門部隊等の隊員の
処遇改善

○ パイロットや航空機整備等の過酷な任務に従事
する隊員の処遇改善

○ 予備自衛官等の処遇改善

【生活・勤務環境等の改善】
○ 隊舎居室の個室化

○ 艦艇の通信環境改善

【募集業務の強化】
○ 地方協力本部の体制強化

【教育の充実・強化】
○ 陸上自衛隊システム通信・サイバー学校

サイバー教育基盤等に必要な機材等の整備

○ 陸上自衛隊高等工科学校
システム・サイバー専修コースに専門講師

を配置

○ 防衛大学校
サイバー・情報工学科における専門教育の

強化

人的基盤の抜本的強化検討委員会(R6.7.8)

8



令和7年度概算要求 ～新たなるプロジェクト～

ＡＩ等を活用した省人化・無人化による部隊の高度化

○ 駐屯地等警備のリモート監視システム(１８０億円)
最先端の民生技術を活用した警備システムの運用に

向けて、約４０コ駐屯地にて導入検証を実施
➡将来的に全国の駐屯地等にて約１，０００人/日

の省人化を目指す。

○ 補給倉庫の自動化(４３億円)
沖縄訓練場の敷地内に新編予定の補給処支処に

最先端の民生技術を活用した自動化倉庫を導入

○ ＡＩを活用した補給品の需要予測機能の整備(１９億円)
補給業務の効率化、迅速化のため、補給品の需要予測に

ＡＩを活用

○ 新型ＦＦＭの建造(３隻：３，１４０億円)
➡従来の汎用護衛艦の定員は約２００人であるが、
新型ＦＦＭの定員は船体のコンパクト化などにより
約９０人となる。

○ 無人アセットの取得
・ 滞空型ＵＡＶの取得【機種選定中】

洋上における情報収集・警戒監視を強化するために取得

○ ヘリ基本操縦教育（飛行教育、シミュレータ保守）における民間力活用の拡充(２億円)

○ 哨戒艦の教育カリキュラム及び教材作成等への部外導入(２億円)

駐屯地等警備のリモート監視システム（イメージ）

補給倉庫の自動化（イメージ）

ＯＢや民間などの部外力の活用

滞空型ＵＡＶ
(イメージ)
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令和7年度防衛関係費(概算要求)の主な事業について

スタンド・オフ防衛能力 約９，７００億円(他分野を除くと約９，７００億円)

東西南北、それぞれ約3,000キロに及ぶ我が国領域を守り抜くため、島嶼部を含む我が国に侵攻してくる
艦艇や上陸部隊等に対し、対空ミサイル等の脅威圏の外から対処するスタンド・オフ防衛能力を抜本的に強化。

国産スタンド・オフ・ミサイル関連
○ １２式地対艦誘導弾能力向上型(地発型)の地上装置等の取得(２式：１８０億円)

○ １２式地対艦誘導弾能力向上型(艦発型)の取得(１７０億円)

○ 潜水艦発射型誘導弾の取得(３０億円)

○ 島嶼防衛用高速滑空弾の取得(３００億円)

○ 極超音速誘導弾の製造態勢の拡充等(２，５６９億円)
極超音速(音速の5倍以上)の速度域で飛行することにより、迎撃を困難にする

誘導弾等の生産準備、製造態勢の拡充等を推進

外国製スタンド・オフ・ミサイル関連
○ ＪＳＭ(１６１億円)、ＪＡＳＳＭ(２６億円)の取得

※ ＪＳＭ: Joint Strike Missile(Ｆ－３５Ａに搭載)
ＪＡＳＳＭ: Joint Air-to-Surface Stand-Off Missile(Ｆ－１５能力向上機に搭載)

○ トマホーク発射機能の艦艇への付加(１８億円)

目標情報収集等に関する取組
○ 衛星コンステレーションの構築 (３，２３２億円)【再掲】

ＪＡＳＳＭ(イメージ)

１２式地対艦誘導弾能力向上型
(イメージ)

極超音速誘導弾
(イメージ)

衛星コンステレーションによる
画像の取得(イメージ)

トマホークの発射
(イメージ)

島嶼防衛用高速滑空弾
(イメージ)

ＪＳＭ(イメージ)

注1:本文中の青字は新規事業を表示している。
注2:金額は契約ベース。
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令和7年度防衛関係費(概算要求)の主な事業について

統合防空ミサイル防衛能力 約５，３７９億円(他分野を除くと約５，３７３億円)

各種ミサイルや航空機等の多様化・複雑化する経空脅威に適切に対処することが重要。
探知・追尾能力の向上や、ネットワーク化による効率的対処の実現、迎撃能力の強化が必要。

迎撃アセットの強化
○ イージス・システム搭載艦の整備に伴う関連経費(８０８億円)

実射試験を含む各種試験の準備等に係る経費を計上

○ 各種迎撃用誘導弾の整備
ＳＭ－３ブロックⅡＡ、ＳＭ－６、ＰＡＣ－３ＭＳＥミサイル、

０３式中距離地対空誘導弾(改善型)

センサー・ネットワーク等の強化
○ 移動式警戒管制レーダー(ＴＰＳ－１０２)の取得 (７９億円)

太平洋島嶼部における警戒監視体制を構築するため、遠隔操作機能を
有する移動式警戒管制レーダーを北大東島へ配備

○ ＦＣネットワークの整備(８億円)
高度化する経空脅威に対処するため、水上艦艇の間でリアルタイムの

情報共有を可能とする、ＦＣネットワークを整備
※ ＦＣ：Fire Control(火器管制)

ＦＣネットワーク(イメージ)

ＳＭ－３ブロックⅡＡ
(イメージ)

北大東島への移動式警戒管制レーダー配備

イージス・システム搭載艦
(イメージ)
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令和7年度防衛関係費(概算要求)の主な事業について

無人アセット防衛能力 約１，０３２億円(他分野を除くと約１，０３２億円)

無人アセットは革新的なゲームチェンジャーであるとともに、人的損耗を局限しつつ、空中・水上・海中等
で非対称的に優勢を獲得可能。長期連続運用などの各種制約を克服して、隙のない警戒監視態勢等を構築可能。

○ 滞空型ＵＡＶの取得【機種選定中】【再掲】

○ 艦載型ＵＡＶ(小型)の取得(３７億円)
水上艦艇の警戒監視・情報収集能力を向上させるため、小型の艦載型ＵＡＶ(小型)を

取得

○ ＵＡＶ(中域用)機能向上型の取得(２式：３９億円)
現有のＵＡＶ(中域用)に合成開口レーダを搭載することで夜間や悪天候による

視界不良時においても鮮明に目標の撮影が可能となる機能向上型を取得

○ ＵＡＶ(狭域用)等の取得
空中からの情報収集による指揮官の状況判断、火力発揮等に寄与する

ＵＡＶ(狭域用)等を取得
・ ＵＡＶ(狭域用)(１７３式：４７億円)
・ ＵＡＶ(狭域用)汎用型(３８３式：１１億円)

○ 小型攻撃用ＵＡＶの取得(３０億円)
空中を遊弋して車両等を迅速に撃破可能な小型攻撃用ＵＡＶを取得

ＵＡＶ(中域用)機能向上型
（イメージ）

艦載型ＵＡＶ(小型)
（イメージ）

ＵＡＶ(狭域用)
(イメージ）
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令和7年度防衛関係費(概算要求)の主な事業について

領域横断作戦能力

陸海空領域に加え、宇宙(衛星の活用による情報収集機能の強化等)、サイバー(セキュリティ対策の強化等)、
電磁波(電子戦能力の強化等)などの組合せにより非対称的な優勢を確保していくため、抜本的な強化が必要。

【宇宙領域における能力強化】 約５，９７４億円(他分野を除くと約２，２６５億円)

宇宙領域は今や国民生活及び安全保障の基盤であり、宇宙利用の優位を確保することは、我が国にとって
極めて重要。このため、宇宙領域を活用した情報収集等の能力を含む宇宙作戦能力の強化が必要。

○ 多国間の衛星通信帯域共有枠組み(ＰＡＴＳ)対応器材等の整備(２１億円)
ＰＡＴＳへの参加に合わせ、これに接続可能かつ次期防衛通信衛星に対応した衛星通信器材を整備
※ ＰＡＴＳ：Protected Anti-Jam Tactical SATCOM

○ 次期防衛通信衛星等の整備(１，３５３億円)【再掲】

○ 商用低軌道衛星通信器材等の整備(６億円)
所要の衛星通信帯域を確保するため、水上艦艇において業務用通信の補完と

して利用する商用低軌道衛星通信に必要な器材等の装備及び利用
※ 令和６年度は練習艦２隻を含む１６隻、令和７年度は４８隻に必要な

経費を計上し、令和１０年度までに主要艦艇への搭載を完了させる見込み。

○ 衛星コンステレーションの構築(３，２３２億円)【再掲】

艦艇への商用低軌道衛星通信器材搭載
(イメージ)

衛星コンステレーションによる
画像の取得(イメージ) 13



【サイバー領域における能力強化】 約２，８１４億円(他分野を除くと約２，６４５億円)

高度化・巧妙化するサイバー攻撃に対し、将来にわたって適切に対処する能力を獲得し、自衛隊の任務遂行
を保障できる態勢を確立するとともに、防衛産業のサイバー防衛を下支えできる態勢を構築。

リスク管理枠組み(ＲＭＦ)の実施(３１２億円)
○ 一過性の「リスク排除」から継続的な「リスク管理」へ考え方を転換し、情報システムの運用開始後も

常時継続的にリスクを分析・評価し、必要なセキュリティ対策を実施 ※ RMF：リスクマネジメントフレームワーク

情報システムの防護
○ サイバー領域における意思決定支援システムの整備(４１億円)

サイバー攻撃等対処に係る状況把握・対処等をより迅速かつ的確に行うため、
ＡＩを活用した支援システムを整備

サイバー分野における教育・研究機能の強化
○ 陸上自衛隊高等工科学校システム・サイバー専修コース等に必要な器材等の整備(１億円)

部隊の中核となり得る優秀な人材の確保・輩出のため、サイバー領域の教育の内容・体制を強化

令和7年度防衛関係費(概算要求)の主な事業について

リスク管理枠組み(イメージ)

【電磁波領域における能力強化】

陸・海・空、宇宙、サイバー領域に至るまで、電磁波の活用範囲や用途が拡大し、電磁波領域は現在の戦闘
様相における攻防の最前線。電磁波領域における優勢の確保は喫緊の課題。

通信・レーダー妨害能力の強化
相手の通信機器等が発する電波を電子妨害し、相手の通信や索敵の能力を低減または無効化する能力を強化
○ ネットワーク電子戦システム(ＮＥＷＳ)(改)の開発(４７億円)

現有装備品から電波妨害能力を向上させるための開発

電子戦支援能力の強化
電子妨害や電子防護に必要となる、電磁波に関する情報を収集する能力を強化
○ 電波情報収集機(ＲＣ－２)の取得(１機：４９６億円)

小型無人機等への対処
高出力レーザーや高出力マイクロ波といった指向性エネルギー技術の研究等を推進
○ 艦載用レーザーシステムの研究(１９１億円)

洋上の環境に適応し、多数飛来する小型無人機の新たな脅威に
対応可能な、艦載型の高出力レーザーシステムを研究 艦載用レーザーシステムの研究

電波情報収集機(ＲＣ－２)

14
艦載用レーザーシステム



令和7年度防衛関係費(概算要求)の主な事業について

○ 機動的に侵攻部隊対処を行うため、ベース車体をファミリー化した共通戦術装輪車を取得
・ ２４式装輪装甲戦闘車(１８両：２１８億円)
・ ２４式機動１２０ｍｍ迫撃砲(８両：８３億円)
・ 共通戦術装輪車(偵察戦闘型)(６両：９０億円)

○ １６式機動戦闘車(１５両：１５６億円)

○ 新型ＦＦＭの建造(３隻：３，１４０億円)
長射程ミサイルの搭載や対潜戦機能の強化等、各種海上作戦能力の

向上と省人化したＦＦＭ(護衛艦)(４，８００トン)を建造

○ 潜水艦の建造(１隻：１，１６１億円)

○ 固定翼哨戒機(Ｐ－１)の取得(２機：８４２億円)

○ 回転翼哨戒機(ＳＨ－６０Ｌ)の取得(２機：２９３億円)

○ 救難飛行艇(ＵＳ－２)の取得(１機：２１９億円)

○ 戦闘機(Ｆ－３５Ａ)の取得(８機：１，２４９億円)

○ 戦闘機(Ｆ－３５Ｂ)の取得(３機：６０８億円)

○ 戦闘機(Ｆ－２)の能力向上(８機：１３７億円)

○ 次期初等練習機及び地上教育器材の取得【機種選定中】
最先端の戦闘機等のパイロットを効率的・効果的に育成するため、

教育システムとして一体的に運用すべく、次期初等練習機及び地上
教育器材を取得

戦闘機(Ｆ－３５Ａ)戦闘機(Ｆ－３５Ｂ)

24式装輪装甲戦闘車
〔歩兵戦闘型の共通戦術装輪車〕

24式機動120㎜迫撃砲
〔機動迫撃砲型の共通戦術装輪車〕

共通戦術装輪車
(偵察戦闘型)(イメージ)

新型ＦＦＭ(イメージ)

救難飛行艇
(ＵＳ－２)

回転翼哨戒機
(ＳＨ－６０Ｌ)

【陸海空領域における能力】 約１兆１，４４６億円(他分野を除くと約１兆１，４４６億円)

「たいげい」型潜水艦
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指揮統制・情報関連機能 約９，０７２億円(他分野を除くと約４，０７１億円)

迅速・確実な指揮統制を行うためには、抗たん性のあるネットワークにより、リアルタイムに情報共有を行
う能力が必要。

我が国周辺における軍事動向等を常時継続的に把握するとともに、ウクライナ侵略でも見られたような認知
領域を含む情報戦等にも対応できるよう情報機能を抜本的に強化し、隙のない情報収集態勢を構築する必要。

令和7年度防衛関係費(概算要求)の主な事業について

指揮統制機能の強化等
○ 次世代ＪＡＤＧＥ(仮称)の整備(１２６億円)

統合防空ミサイル防衛における指揮統制の要であるＪＡＤＧＥの大規模換装を行い、端末のモバイル化等
を通じ防空指令所（ＤＣ）以外からでも指揮統制を可能とすることで抗たん性を強化させるとともに、
ＨＧＶ(極超音速滑空兵器)などの新たな脅威への対処能力を向上させた、次世代ＪＡＤＧＥ(仮称)を整備

○ 陸自ＡＩ基盤の整備(２９億円)
より迅速かつ的確な情報・統制のため、陸自クローズ系クラウドに

ＡＩを活用するための基盤を整備

○ 防衛省クラウド(仮称)基盤の整備(９６５億円)
情報共有機能を強化し、各自衛隊の一元的な指揮統制を

可能とする防衛省クラウド(仮称)を整備

○ 光電融合技術によるＡＰＮの整備(１０億円)
光電融合技術を利用した、大容量・低消費電力・低遅延を

実現可能なＡＰＮを活用した防衛情報通信基盤の整備
※ ＡＰＮ：All-Photonics Network

情報収集・分析等機能の強化
○ 防衛駐在官の拡充(各１名)

新規派遣：フィジー(３等海佐)、ブルネイ(３等海佐)
増 員：フィリピン(２等陸佐)、フランス(３等陸佐)

ＡＰＮの整備（イメージ）

防衛省クラウド(仮称)基盤の整備(イメージ)
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令和7年度防衛関係費(概算要求)の主な事業について

機動展開能力・国民保護 約４，４７６億円(他分野を除くと約４，４７６億円)

我が国の地理的特性を踏まえると、部隊を迅速に機動展開する能力を構築するとともに、それを可能にする
基盤の整備が必要。また、各種輸送アセットの取得等により輸送力を強化。

機動展開輸送アセットの取得の推進
○ 空中給油・輸送機(ＫＣ－４６Ａ)の取得(４機：２，０６８億円)

南西地域等の広大な空域において戦闘機等が粘り強く戦闘を継続するために
必要な空中給油・輸送機を取得

○ 各種輸送船舶の取得
本土と島嶼部間の輸送を実施可能な中型級船舶、水深の浅い島嶼部の港湾にも輸送を実施可能な小型級

船舶、小型級船舶では接岸できない島嶼への輸送を実施可能な機動舟艇を取得
・ 中型級船舶(１隻：８０億円)
・ 小型級船舶(１隻：６４億円)
・ 機動舟艇(１隻：５８億円)

○ 多用途ヘリコプター(ＵＨ－２)(１６機：５２６億円)

民間海上輸送力の活用事業等
○ 民間輸送力活用事業(６隻：５０９億円)

南西地域の島嶼部へ部隊等を輸送する海上輸送力を補完するため、車両及びコンテナの大量輸送に特化
した民間船舶を確保（ＰＦＩ方式）

空中給油・輸送機
(ＫＣ－４６Ａ)

中型級船舶
(イメージ)

機動舟艇
(イメージ)

小型級船舶
(イメージ)

ＵＨ－２
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令和7年度防衛関係費(概算要求)の主な事業について

持続性・強靱性

自衛隊の運用を円滑にするため、弾薬・燃料の確保、可動数の向上(部品不足の解消等)、施設の強靱化(部隊
新編などに伴う施設整備等)、運用基盤の強化(製造体制の強化等)を図ることが重要。

○ 各種弾薬・誘導弾の整備
中距離多目的誘導弾、２３式艦対空誘導弾、２３式空対艦誘導弾、中距離空対空ミサイル

(ＡＩＭ－１２０)、中距離空対空ミサイル(ＡＡＭ－４Ｂ) 等

○ 予備装備品の維持 (７億円)(保管設備の設置経費含む。)
継戦能力を強化するため、部隊改編等で使用しなくなった装備品のうち、

まだ能力発揮し得る装備品について、管理コストを抑制しつつ長期保管を行い、
必要に応じ部隊に補充（令和７年度：７４式戦車、９０式戦車、多連装ロケット
システム自走発射機(ＭＬＲＳ)の保管を開始)

○ 既存施設の更新(３，２５５億円)、主要司令部等の地下化等(９３２億円)

○ 火薬庫の整備(３５８億円)
各種弾薬の取得に連動して必要となる火薬庫等を整備

○ 部隊新編及び新規装備品導入などに伴う施設整備等(３，９２３億円)
・ 陸上自衛隊：高等工科学校共同化・共学化に伴う施設整備(３１０億円)
・ 海上自衛隊：佐世保(崎辺東地区(仮称)）に係る施設整備(３６０億円)
・ 航空自衛隊：北大東島への移動式警戒管制レーダー等の受入施設整備(６５億円)
・ 呉地区における多機能な複合防衛拠点の整備(５億円)

○ 新たなドローン対処器材の導入(８４億円)
基地警備能力を高めるべく、違法ドローンの探知・識別・対処

を可能とする新たな、より能力の高いドローン対処器材を整備

【弾薬の確保】 約６，５０２億円(他分野を除くと約３，４４０億円)

【装備品等の維持整備】 約２兆２，１１０億円(他分野を除くと約１兆７，５１１億円)

【施設の強靱化】 約８，６５５億円(他分野を除くと約８，５７１億円)

崎辺東地区(仮称)(イメージ)

移動式警戒管制レーダ－
受入施設(イメージ)

予備装備品の維持
(いわゆる「モスボール」)

ドローン対処器材(イメージ) 18



令和7年度防衛関係費(概算要求)の主な事業について

防衛生産基盤の強化 約１，０６７億円（他分野を除くと約１，０１２億円）

防衛産業は、いわば我が国の防衛力そのものであり、防衛力整備の一環として、その維持・強化を推進し、
力強く持続可能な防衛産業を構築するため、抜本的な取組を実施するとともに、防衛産業を取り巻く様々な
リスクへの対処を強化。同時に、防衛産業の販路の拡大等に向けた取組を推進。

防衛装備品の生産基盤強化のための体制整備事業(３２１億円)
国内の防衛生産・技術基盤を維持・強化する観点から、防衛装備品の安定的な調達に

関する様々なリスクに対応した企業の体制を、防衛生産基盤強化法に基づく基盤強化措
置として整備するための事業を実施

○ 供給網強靱化(１２億円)
供給源の多様化や、安定調達が可能な部品への切替えのための研究開発等、

サプライチェーンリスクへの対応を実施

○ 製造工程効率化(２５０億円)
自動制御ロボット・ＤＸやＡＩ技術等の先進技術導入による防衛装備品製造

工程等の効率化を実施

○ サイバーセキュリティ強化(２４億円)
「防衛産業サイバーセキュリティ基準」への適合を、防衛省と直接契約関係にある企業の部門のみならず、
サプライヤーにおいても促進

○ 事業承継等(３５億円)
防衛事業からの撤退に際し、円滑な事業承継等を促進

防衛装備移転円滑化のための基金に充てる補助金(４００億円)
装備移転を安全保障上の観点から適切なものとするため、防衛大臣の

求めに応じ、企業が移転対象装備品の仕様及び性能の調整に必要な資金
を基金から助成
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令和7年度防衛関係費(概算要求)の主な事業について

防衛イノベーションや画期的な装備品等を生み出す機能の抜本的強化
○ 安全保障技術研究推進制度(１４３億円)

大学等における革新的・萌芽的な技術についての基礎研究を公募する安全保障技術研究推進制度を推進

○ ブレークスルー研究(２５２億円)
チャレンジングな目標にリスクを取って果敢に挑戦し、将来の戦い方を大きく変える機能・技術をスピー

ド重視で創出していくブレークスルー研究を実施

○ 先進技術の橋渡し研究(１８５億円)
民生分野や政府の科学技術投資で得られた研究の成果等の中から、革新的な装備品の研究開発に資する

有望な先進技術を育成し、防衛用途に取り込むための先進技術の橋渡し研究を強力に推進

スタンド・オフ防衛能力
○ 水中発射型垂直発射装置の研究(３００億円)

発射プラットフォームの更なる多様化及び水中優勢獲得のため、
潜水艦に搭載可能な垂直誘導弾発射システム(ＶＬＳ)を研究

○ 極超音速誘導弾の開発(５９２億円)

ドローン・スウォーム攻撃等対処能力（統合防空ミサイル防衛能力）
○ 高出力マイクロ波(ＨＰＭ)に関する研究(８億円)

ＨＰＭを照射してドローン等を無力化する技術の研究を継続する
とともに、部隊での機能実証を目指し、システム連接機能等の付加を実施

※ ＨＰＭ： High Power Microwave

研究開発 約６，５９６億円(他分野を除くと約２，３４２億円)

将来の戦い方に直結する装備技術分野に集中的に投資するとともに、研究開発プロセスに新しい手法を取り
込むことで、研究開発に要する期間を大幅に短縮し、将来の戦いにおいて実効的に対処する能力を早期に実現

また、民生分野の先端技術を幅広く取り込むととともに、関係府省のプロジェクトとの連携などにより、将
来の新たな戦い方を創出する防衛イノベーションを実現。

水中発射型垂直発射装置の
研究(イメージ)
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令和7年度防衛関係費(概算要求)の主な事業について

無人アセット防衛能力
○ 無人機用ネットワーク戦闘システムの研究(３８億円) 

無人機と戦闘機及び無人機間の高度な連携のため、その中核となる
データリンク等、無人機用のネットワーク戦闘システムに必要な技術
を研究

○ ＵＧＶシステムに関する研究(１４億円) 
隊員の行動と連携・協調して、陸上部隊の一連の任務を支援するＵＧＶ

の制御システムやシステムインテグレーションについて研究
※ ＵＧＶ：Unmanned Ground Vehicle(陸上無人機)

次期戦闘機
○ 次期戦闘機の開発(１，１２７億円)

日英伊共同開発を推進するため、必要な資金をＧＩＧＯに
拠出し、機体及びエンジンの共同設計等を実施。また、開発
に必要な各種試験を行うために必要な準備等を実施

○ 次期中距離空対空誘導弾の開発(５９億円)
経空脅威に有効に対処するため、次期戦闘機に搭載する

次期中距離空対空誘導弾の開発を継続。
(性能確認試験に係る経費を計上)

無人機用ネットワーク戦闘システムの研究
(イメージ)

ＵＧＶシステムに関する研究
(イメージ)

次期戦闘機の開発
(イメージ)

次期中距離空対空誘導弾
(イメージ)
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令和7年度防衛関係費(概算要求)の主な事業について

【人的基盤の強化】

優秀な人材確保のための取組
○ 募集業務の充実・強化

・ 地方協力本部の体制強化(１５億円)
募集に効果的な立地への地方協力本部の募集事務所の移転、サテライトブースの設置、試験業務の部外

委託
・ 募集広報等のデジタル化・オンライン化(６億円)

広報動画の作成やバナー等のＷＥＢ広告の拡充
・ 技術系研究職の人材確保(０．３億円)

優秀な人材を早期に確保するため、自衛隊奨学生制度を活用

○ 再就職支援の充実・強化
・ 再就職に向けた教育の充実

ＩＴ分野(Java、Python、半導体）などの資格取得に関する訓練課目の追加による職業訓練機会の
充実(８億円)、ライフプラン教育に関する講座の追加による業務管理教育の充実(２億円)

・ 自衛隊援護協会による再就職支援の強化(７億円)
就職援護情報ネットワークシステムをWeb化し、再就職支援の利便性と効率性を向上

○ 自衛官等の給与・手当等の見直し
・ 任期制士の処遇改善(自衛官任用一時金の見直し)
・ 転勤で長距離異動する自衛官の処遇改善
・ 陸海空自衛隊のサイバー専門部隊等の隊員の処遇改善
・ パイロットや航空機整備等の過酷な任務に従事する隊員の処遇改善
・ 予備自衛官等の処遇改善

○ ハラスメント防止対策
・ 防衛省ハラスメント防止対策有識者会議の提言を受け各種教育機会等の充実(０．７億円)

自衛隊の任務遂行を支えるため、人的基盤の強化(人材の確保、処遇の改善、民間人材の活用等)、衛生機能
の強化などの各種施策を推進していくことが必要。
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令和7年度防衛関係費(概算要求)の主な事業について
女性活躍、働き方改革及び生活・勤務環境改善の推進等

○ 女性自衛官の教育・生活・勤務環境の基盤整備(１６４億円)

○ 艦艇サニタリーボックスの整備(０．２億円）
生理用品の衛生的な処理及びプライバシー確保のため、女性が乗艦する全艦艇に自動処理機能付

サニタリーボックスを設置

○ 水上艦艇に業務用通信の補完として整備される商用低軌道衛星通信網を活用して、隊員と家族との連絡に
加え、インターネットの閲覧等を可能とする通信環境を構築するため、電子家庭通信装置を改修(２億円)

○ 地産地消等による駐屯地等における献立の魅力化(１８億円)

教育・研究体制の充実
○ 防衛大学校から米国士官学校への長期留学の実施(０．６億円)

持続的な部隊運用を支える予備自衛官等に係る施策の推進
○ 予備自衛官等に対する処遇面の改善(７１億円)、

予備自衛官等を雇用する企業に対する支援の拡充(１３億円)

【衛生機能の強化】

○ 血液の自律的確保
・ 血小板温存型白血球除去フィルターを含めた血液製剤の関連器材等の整備(８億円)
・ 血液管理を含めた統合衛生情報システムの整備(５８億円）

○ 第一線救護能力等の強化
・ 新野外手術システムの参考器材の取得(９億円)

○ 自衛隊病院の機能強化
・ 自衛隊福岡病院建替のための本体工事(１６５億円)
・ 自衛隊横須賀病院建替のための本体工事(７１億円) 人道支援・災害救援分野における

自衛官によるＷＰＳセミナーの実施(ラオス)

野外手術システム

○ 「防衛省女性・平和・安全保障(ＷＰＳ)推進計画」に基づき、ＷＰＳを強力に推進するため、シンポジウムの
開催及びジェンダー・アドバイザー候補者を諸外国の課程へ参加させる等、各種取組を推進(１億円)

【女性・平和・安全保障(ＷＰＳ)の推進】

艦内での通信の様子
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令和7年度の主な編成について

○ 補給本部(仮称)への改編
補給統制本部を改編し、各補給処を一元的に運用する

ことで後方支援体制を強化

○ 後方支援学校(仮称)の新編
武器学校、需品学校、輸送学校を統合し、「後方支援

学校(仮称)」を新編

陸上自衛隊

海上自衛隊

○ 水上艦隊(仮称)の新編
護衛艦隊、掃海隊群等の水上艦艇部隊を一元的に指揮監督

する体制を整備するため、「水上艦隊(仮称)」を新編

○ 情報作戦集団(仮称)の新編
認知領域を含む情報戦への対応能力を強化し、迅速な意思

決定が可能な態勢を構築するため、情報に関する諸機能・能
力を有する海上自衛隊の部隊を整理・集約し、「情報作戦集
団(仮称)」を新編

24

航空自衛隊

○ 宇宙作戦団(仮称)の新編
航空宇宙自衛隊への改称も見据え、宇宙空間の監視や

対処任務を目的として、将官(将補)を指揮官とする
「宇宙作戦団(仮称)」を新編



令和7年度のその他の組織改編等について

○ 防衛監察本部の改編
従来、防衛監察本部はこれまで７個監察班体制で

監察を実施してきたところ、防衛関係費の増額に伴
い、防衛関係費の適正な執行の確保が不可欠であり、
契約行為の適正性を確保するため、１個班を新設し
監察体制を強化

情報保全の強化

【防衛省において発生した特定秘密漏えい事案等の概要】
・本年４月２６日、海上自衛隊及び陸上自衛隊の特定秘密漏えい事案を公表
・これら２事案を受け、防衛大臣指示により、特定秘密の保護に関する法律に基づく関連規則が適切に運用されているかについて、全省的な点検を実施。
・点検の結果、特定秘密漏えい事案４３件及び手続において瑕疵があった事案１５件が確認（いずれの事案についても特定秘密の部外への流出は確認されて

いない）
・これを受け、防衛副大臣を長とする再発防止検討委員会において、保全教育の徹底などの実効的な再発防止策を取りまとめ

○ 自衛隊の部隊の実情を踏まえつつ情報保全を徹底するため、内局の審議官級を責任者とする体制や適性
評価を適切に実施する体制を確立

○ 情報保全体制を強化するため、「大臣官房参事官」を新設

○ 情報保全業務の効率化及び実効性確保に係る調査研究（１億円）
適性評価の申請・登録や保全区画への入退室等を一元管理する総合的なシステムを導入するための調査

研究

政策の立案や自衛隊の運用に必要となる秘密情報の厳格な管理・運用は大前提
特定秘密の厳格な管理をはじめ、情報保全の徹底は、今後、同盟国・同志国等との防衛協力を強化していく

上で、重要な基盤であり、防衛省全体の情報保全体制の抜本的強化は必要不可欠。

監察体制の強化
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令和7年度の機構・定員要求について

防衛力整備計画を着実に実施するために必要となる事務官等の増員を要求
(４７６名の事務官等増員の他、各省共通の経済安全保障分野等における事項要求)

＜主な要求の内容＞

26



令和7年度の税制改正要望について
○ ＡＣＳＡに基づく免税軽油の提供時における課税免除の特例措置の拡充【軽油引取税】

・ 自衛隊が自らの船舶の動力源等に供する軽油は、令和９年３月３１日までの
特例措置として、調達の際、軽油引取税が免除されているが、当該免税軽油を
第三者に譲渡する場合には、自衛隊に軽油引取税が課税される (みなす課税)。

・ 現在、豪、英、仏、加、印、独とのＡＣＳＡの下での免税軽油の提供につい
ては、当該みなす課税の免除のための特例措置が講じられているところ。

・ 今後、新たにＡＣＳＡ締結に向け交渉を進めているイタリアとのＡＣＳＡが
発効した場合には、自衛隊とイタリアの軍隊との協力を円滑に実施するため、
当該ＡＣＳＡの下での免税軽油の提供についても課税免除の特例措置を適用す
ることを要望。

○ 日仏部隊間協力円滑化協定(ＲＡＡ)(仮称)に基づく仏軍に対する課税免除措置の創設(共同要望：外務省)
【複数税目】

・ 現在交渉中の日仏ＲＡＡにおいて、協定に基づき仏軍の訪問部隊を受け
入れる際、輸入品等に係る内国消費税等を徴収しない旨の規定や仏軍が日
本国内で公用のために資材等及び役務を取得・利用する際、租税等につい
て自衛隊に適用される条件と同等の条件を適用する旨の規定が盛り込まれ
る見込みである。同協定については、令和６年度中に署名に至る可能性も
あることから、課税免除措置の創設を要望。

防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
我が国の防衛力の抜本的な強化を行うに当たり、歳出・歳入両面から安定的な財源を確保するため、税制部分

について、「防衛力整備計画」、「税制改正の大綱(令和５年度、令和６年度)」、「経済財政運営と改革の基本
方針２０２４」及び「所得税法等の一部を改正する法律（令和6年法律第8号）附則第74条」を踏まえた税制措
置を要望。

洋上給油による外国軍隊への軽油提供
(イメージ)

日仏防衛相会談
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