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分岐点にあるEU
　

政
治
的
な
出
来
ご
と
を
考
え
る
う
え
で
、
あ
る
国
の

地
理
的
な
位
置
が
案
外
重
要
な
意
味
を
帯
び
て
い
る
と

思
う
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い

て
イ
ギ
リ
ス
は
、
島
国
と
し
て
海
峡
を
隔
て
て
、
大
陸

と
は
一
線
を
画
し
た
独
立
性
を
保
ち
得
て
い
る
よ
う
に

み
え
る
。
２
０
１
６
年
の
国
民
投
票
に
よ
る
欧
州
連
合

か
ら
の
イ
ギ
リ
ス
の
脱
退
も
、
大
方
の
予
想
を
裏
切
る

結
果
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
決
定
し
た
後
に
は
い
か
に

も
こ
の
国
の
島
国
ら
し
い
独
立
不
羈
を
体
現
す
る
決
断

で
あ
る
か
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。

　

ド
イ
ツ
の
場
合
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ほ
ぼ
中
心
に

あ
る
と
い
う
位
置
づ
け
に
、
特
有
の
意
味
が
与
え
ら
れ

る
こ
と
が
あ
る
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
心
臓
」、
あ
る
い
は

多
く
の
国
に
挟
ま
れ
た
「
中
間
の
国
」。
こ
の
地
理
的

位
置
づ
け
、
も
し
く
は
自
己
理
解
は
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
ド

イ
ツ
の
立
場
と
、
と
く
に
そ
の
来
し
方
と
行
く
末
を
理

解
す
る
う
え
で
、
一
つ
の
補
助
線
と
な
る
か
も
し
れ
な

い
。そ
の
際
有
用
な
の
が
、「
中
欧（
ミ
ッ
テ
ル
オ
イ
ロ
ー

パ
）」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
地
理
的
に
区
分
す
る
に
あ
た
っ
て
、

西
欧
、
東
欧
、
北
欧
、
南
欧
に
加
え
て
、「
中
欧
」
を

あ
げ
る
の
は
、
あ
る
い
は
一
般
的
で
は
な
い
か
も
し
れ

な
い
。地
続
き
で
あ
る
大
陸
の
中
で
、ど
こ
を
西
と
東
、

北
と
南
の
「
中
間
」
と
考
え
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
、
ど
こ
ま
で
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
す
る
か
に
つ

い
て
も
様
々
な
説
が
あ
る
。
た
だ
、
明
ら
か
に「
中
欧
」

に
西
欧
や
東
欧
と
異
な
る
意
味
づ
け
を
与
え
よ
う
と
試

み
ら
れ
た
時
代
が
あ
っ
た
。
19
世
紀
の
半
ば
に
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
国
民
国
家
が
形
成
さ
れ
る
過
程
で
、ド
イ
ツ
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ド
ナ
ウ
流
域
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
を

「
中
欧
」
と
し
て
統
括
し
て
、
東
の
ロ
シ
ア
、
西
の
フ

ラ
ン
ス
に
対
す
る
政
治
的
な
対
抗
軸
を
作
ろ
う
と
す
る

構
想
で
あ
る
。「
大
ド
イ
ツ
主
義
」
に
よ
る
ド
イ
ツ
と

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
連
合
構
想
は
、「
小
ド
イ
ツ
主

義
」
を
掲
げ
た
１
８
７
１
年
の
ド
イ
ツ
帝
国
建
国
に

よ
っ
て
頓
挫
す
る
が
、
そ
の
後
も
第
一
次
大
戦
を
は
さ

ん
で
「
中
欧
」
の
構
想
は
何
度
か
浮
上
す
る
。
と
こ
ろ

が
、
第
二
次
大
戦
後
は
、
冷
戦
構
造
に
お
い
て
ド
イ
ツ

は
分
断
さ
れ
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
も
解
体
す
る
こ
と

で
地
理
的
に
も
政
治
的
に
も
「
中
欧
」
と
い
う
用
語
自

体
が
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
。そ
れ
以
上
に
こ
の
語
は
、

ヒ
ト
ラ
ー
に
お
い
て
極
点
に
達
す
る
ド
イ
ツ
の
領
土
拡

張
と
覇
権
主
義
を
連
想
さ
せ
る
地
政
学
的
な
含
意
の
た

め
に
、
欧
米
系
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
は
長
く
禁
句
と

さ
れ
た
と
い
う（
加
藤
雅
彦『
中
欧
の
崩
壊
』に
よ
る
）。

そ
れ
が
１
９
８
９
年
以
降
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩
壊
に

続
く
東
欧
の
社
会
主
義
圏
か
ら
の
離
脱
に
よ
っ
て
、「
中

欧
」
と
い
う
言
葉
は
再
び
注
目
を
浴
び
、
特
に
東
欧
諸

国
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
参
入
す
る
に
あ
た
っ
て
魅
力
あ
る

も
の
と
な
る
（
加
藤
雅
彦
『
中
欧
の
復
活
』
に
よ
る
）。

実
際
、
旧
東
欧
の
国
々
が
加
盟
し
て
Ｅ
Ｕ
が
28
カ
国
に

ま
で
拡
大
し
た
現
在
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
概
念
そ
の

も
の
が
ロ
シ
ア
の
一
部
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
や
ウ
ク
ラ
イ
ナ

に
ま
で
拡
張
さ
れ
る
と
と
も
に
、中
欧
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
、
チ
ェ
コ
、
ス
ロ
ヴ
ァ
ニ
ア
、
ク
ロ
ア
チ

ア
を
含
む
広
大
な
地
域
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。

「（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
）
中
心
は
東
に
あ
る
」（
ス
ラ
ヴ
ィ

ス
ト
の
カ
ー
ル
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
１
９
８
６
年
の
発

言
）
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
ド
イ
ツ
は
「
中
欧
」
の
位
置
を
早
々
と
手
放

Ｅ
Ｕ
の
転
機

「
中
間
の
国
」
の
ゆ
く
え田村　

和
彦
　
教
授
（
国
際
学
部
）



Econo Forum 21 ／ No.24

特集

9

し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
は
、

２ 
０
０
０
年
代
に
加
盟
国
の
間
で
統
合
の
プ
ロ
セ
ス
に

乱
れ
が
生
じ
た
時
に
、
統
合
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
率
先
し
て

進
め
る
「
中
核
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
国
々
と
、
事
情
に
応

じ
て
進
度
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
選
択
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が

で
き
る
「
周
辺
の
」
国
々
と
を
分
け
る
案
が
提
示
さ
れ

た
こ
と
が
あ
る
。Ｅ
Ｕ
の
前
身
で
あ
る
Ｅ
Ｃ（
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
共
同
体
）
に
も
、
当
初
の
６
カ
国
と
周
縁
の
新
参
７

カ
国
を
分
け
るInner Six
とO

uter Seven

と
い
う
区

別
が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ド
イ
ツ
（
後
者
で
は
西
ド

イ
ツ
）
は
ど
ち
ら
の
場
合
に
も
、
フ
ラ
ン
ス
と
共
に
常

に
「
内
側
」
で
あ
り
、「
中
核
」
に
と
ど
ま
り
、
そ
の

こ
と
で
「
Ｅ
Ｕ
の
牽
引
車
」
と
し
て
の
実
を
示
し
え
て

い
る
。
そ
の
意
味
で
は
理
念
的
な
「
中
間
」
の
位
置
を

保
ち
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。（
ち
な
み
に
イ
ギ
リ
ス

は
Ｅ
Ｃ
に
関
し
て
も
、
Ｅ
Ｕ
に
関
し
て
も
「
外
側
」
で

あ
っ
た
し
、
ユ
ー
ロ
も
導
入
し
な
か
っ
た
）。

　

も
ち
ろ
ん
、「
中
核
」
と
し
て
の
ド
イ
ツ
の
位
置
づ

け
と
役
割
意
識
は
「
周
辺
」
国
か
ら
見
れ
ば
少
々
煙
た

く
、
か
つ
高
圧
的
で
押
し
つ
け
が
ま
し
い
も
の
に
映
る

場
合
も
あ
る
。
２
０
１
０
年
の
ギ
リ
シ
ャ
の
経
済
危
機

に
際
し
て
は
、
財
政
支
援
の
凍
結
と
ユ
ー
ロ
か
ら
の
離

脱
を
ち
ら
つ
か
せ
て
緊
縮
策
の
期
限
内
の
実
現
を
迫
る

メ
ル
ケ
ル
首
相
は
、
ギ
リ
シ
ャ
国
民
か
ら
フ
ァ
シ
ス
ト

呼
ば
わ
り
さ
れ
た
し
、
つ
い
最
近
で
は
、
シ
リ
ア
か
ら

の
移
民
の
大
量
受
け
入
れ
を
加
盟
国
に
要
請
す
る
ド
イ

ツ
の
姿
勢
は
、中
核
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
か
ら
さ
え「
モ

ラ
ル
の
押
し
売
り
」
と
批
判
さ
れ
た
。
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
内

で
の
足
並
み
の
乱
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
は
十
分
に
は

対
処
で
き
て
い
な
い
の
は
事
実
だ
ろ
う
。

　

ぼ
く
自
身
は
経
済
学
者
で
も
政
治
学
者
で
も
な
く
、

Ｅ
Ｕ
の
先
行
き
を
予
想
で
き
る
よ
う
な
知
識
も
分
析
力

も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
た
だ
、
先
行
き
が
ど
う
で

あ
ろ
う
と
、
ド
イ
ツ
は
今
後
も
な
お
Ｅ
Ｕ
の
中
核
を
担

う
牽
引
役
と
し
て
と
ど
ま
り
続
け
る
だ
ろ
う
と
い
う
強

い
予
感
は
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
最
近
、
そ
れ
を
裏
付

け
る
一
冊
の
本
を
知
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
著
者
は
ド
イ

ツ
の
歴
史
家
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ヴ
ィ
ン
ク

ラ
ー
。
彼
は
２
０
１
７
年
の
新
著
『
西
洋
は
瓦
解
す
る

の
か
』
で
、
現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
の
危
機

の
現
状
を
分
析
し
て
い
る
が
、
む
し
ろ
強
く
印
象
付
け

ら
れ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
が
苦
難
と
紆
余
曲
折
を
経
て

Ｅ 

Ｕ
の
理
念
と
価
値
と
を
体
得
す
る
に
至
っ
た
過
程
へ

の
著
者
の
共
感
と
、
ド
イ
ツ
が
そ
れ
を
い
ま
守
り
続
け

る
こ
と
へ
の
強
い
使
命
感
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
氏

は
こ
の
本
に
先
立
っ
て
、
ド
イ
ツ
第
二
帝
国
の
終
わ
り

（
１
９
１
８
年
）
か
ら
東
西
ド
イ
ツ
の
再
統
一
（
１
９

９
０
年
）
ま
で
の
ド
イ
ツ
史
を
扱
っ
た
『
西
洋
へ
の
長

い
道
』
を
著
し
て
い
る
が
、
そ
の
分
析
に
よ
れ
ば
ド
イ

ツ
が
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
期
の
混
乱
と
ナ
チ
ズ
ム
に
よ

る
独
裁
、
さ
ら
に
戦
後
の
東
西
ド
イ
ツ
へ
の
分
断
を
経

て
再
統
合
に
至
る
ま
で
の
現
代
史
に
お
い
て
最
終
的
に

獲
得
し
た
も
の
は
「
西
洋
の
規
範
的
な
価
値
」
す
な
わ

ち
、
人
権
、
法
の
支
配
、
三
権
分
立
、
代
表
民
主
制
の

確
立
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
国

民
国
家
の
枠
組
み
を
超
え
た
、
ま
さ
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

的
な
」
価
値
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
Ｅ
Ｕ
が
当
初
か
ら
謳

い
、
拡
大
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
共
有
し
て
き
た
理
念

で
あ
る
。
現
在
の
Ｅ
Ｕ
の
危
機
は
こ
の
規
範
的
な
価
値

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
、
そ
の
延
長
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
（
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
）
に
お
い
て

揺
ら
い
で
い
る
こ
と
に
根
本
的
な
原
因
が
あ
る
、
と
さ

れ
る
。
２
０
０
４
年
に
Ｅ
Ｕ
に
同
時
加
盟
し
た
ハ
ン
ガ

リ
ー
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
も
上
記
の
規
範
的
な
価
値
を
保
証

し
て
い
な
い
、
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
危
険
要
因
で
あ

る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
ド
イ
ツ
に
も
Ｅ
Ｕ
を
支
え
る
理
念
的
な

価
値
の
動
揺
す
る
兆
候
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ひ
と

つ
はA

fD

（
ア
ー
・
エ
フ
・
デ
ー
「
ド
イ
ツ
の
た
め
の

選
択
肢(A

lternave für D
eutschland

)

」）
の
台
頭

で
あ
る
。
こ
の
政
党
は
２
０
１
３
年
の
ギ
リ
シ
ャ
経
済

危
機
を
き
っ
か
け
に
、
反
Ｅ
Ｕ
を
掲
げ
て
ド
イ
ツ
の

Ｅ 

Ｕ
離
脱
を
最
大
の
目
標
と
し
て
掲
げ
て
い
る
政
党

で
、
現
在
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
間
で
議
論
と
な
っ
て
い
る
移
民

問
題
に
つ
い
て
も
、
ド
イ
ツ
へ
の
大
量
受
け
入
れ
に
強

く
反
対
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
政
治
的
に
は
国
益
重
視

の
右
派
と
目
さ
れ
る
。
先
ご
ろ
（
２
０
１
７
年
９
月
）

の
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
選
挙
で
こ
の
政
党
は
比
例
代
表
制

の
得
票
率
12
・
６
％
を
獲
得
し
、
94
議
席
を
得
た
こ
と

が
大
き
く
報
じ
ら
れ
た
。
前
回
、
２
０
１
４
年
の
連
邦

議
会
選
挙
で
の
得
票
率
が
阻
止
条
項
（
５
％
）
を
わ
ず

か
に
下
回
り
、
議
席
獲
得
に
は
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
を

考
え
れ
ば
「
躍
進
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
も

う
一
つ
はPEGID

A

（
ペ
ギ
ー
ダ
）
で
、
女
性
名
を
思

わ
せ
る
そ
の
名
称
は
、
こ
の
団
体
が
掲
げ
る
「
西
洋
の

イ
ス
ラ
ム
化
に
反
対
す
る
愛
国
的
欧
州
人

（Patriotische E
uropäer gegen die Islam

i-
sierung des A

bendlandes

）」
と
い
う
も
の
も
の
し

い
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
そ
の
ま
ま
略
称
に
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
団
体
も
２
０
１
４
年
に
設
立
さ
れ
た
比

較
的
新
し
い
団
体
で
、
旧
東
ド
イ
ツ
の
ド
レ
ス
デ
ン
を

中
心
に
、
毎
週
月
曜
日
に
デ
モ
行
進
を
行
っ
て
い
る
と

い
う
。
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た
だ
、
こ
う
し
た
「
内
向
き
の
」
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
台
頭
が
そ
う
簡
単
に
は
統
合
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
覆
す

こ
と
は
あ
る
ま
い
と
予
想
で
き
る
の
は
、
こ
の
国
が
ま

さ
に
「
中
間
の
国
」
と
し
て
二
度
の
世
界
大
戦
を
経
験

し
、東
西
の
分
断
の
あ
と
再
統
一
を
達
成
す
る
こ
と
で
、

長
い
学
習
過
程
を
経
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
の
普

遍
的
な
価
値
の
維
持
と
い
う
、
一
見
理
想
主
義
的
な
理

念
は
、
そ
れ
自
体
が
長
大
な
時
間
と
熟
議
を
経
て
形
成

さ
れ
た
ド
イ
ツ
市
民
の
合
意
だ
と
考
え
た
い
。
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