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株式会社三井物産戦略研究所
リサーチャー

EUは欧州横断運輸ネットワーク政策の中で、域内外の交通連携

強化をめざしている。道路、鉄道、空港を中心に優先プロジェクト

を選定し、インフラ面でも欧州の競争力強化に力を入れている。

2001年のEU交通政策白書がすでに指摘したように、統合の深化や

単一市場の機能強化に重要な役割を果たす欧州広域交通網の整備は

大欧州経済圏の構築に不可欠である。以下において、①EU広域交

通政策の概要、②拡大EUとその周辺諸国との連結を促進する欧州

横断運輸ネットワークの拡大計画、③EU広域交通網における交通、

運輸の見通しと今後の主要課題に注目することにより、大欧州経済

圏の構築に大きく寄与するとみられる域内交通インフラ政策の簡単

な分析を試みる。

１．EU広域交通政策の概要

EUの交通政策は、域内経済全体の大きな比重を占める交通経済

の関連分野を主な対象としている。1,000万人以上が働く同分野の

規模は年間1兆ユーロを超えており、域内GDPの10％強に相当する。

また、単一市場の中心的形成要素を成す物流と人的輸送の機能を保

障する極めて重要なものでもある。EUの交通政策により欧州の経

済的、社会的な結束が促進されると言っても過言ではない。

1957年に調印された欧州経済共同体（EEC）のローマ条約で、

すでに欧州全域の統合、共通市場の形成に向けて共通交通政策の必

要性が取り上げられた。しかし、当時、調印6ヵ国はそれぞれの異

なる構造的な諸条件のため、共通交通政策の具体的な施策を示さず、

以降の共通交通政策の円滑な実施に大きな課題を残してしまった。

58年から72年までの域内交通政策の重点はサービスの移動の自由

化実現に向けて、交通、運輸分野の競争規則導入に置かれた。73年

の欧州共同体（EC）第1次拡大（英国、アイルランド、デンマーク
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が新規加盟）にあたり、欧州委員会は従来の共

通交通政策構想を拡充し、これまでのサービス

の移動の自由化理念を、交通安全や環境保全、

技術と社会の発展を促進する共通の交通・運輸

制度の構築へと広げた。

しかし、80年代半ばまでこれらの共通交通政

策は確かな進展を見せていなかった。その主な

原因は具体的な政策案の不足、欠乏ではなく、

むしろEC理事会での不十分なコミットにあっ

た。それを受けて、欧州議会は74年、79年、82

年の3回にわたり、欧州委員会の主要構想を支

持する決議を行い、EC理事会に、十分な整合

性を持つ共通交通政策および具体的な施策の迅

速な実現を催促し続けてきた。結局、83年に欧

州議会がEC理事会を提訴した結果、欧州裁判

所までが共通交通政策の実現を要求するように

なった。

85年の欧州裁判所判決以降、共通交通政策の

重要なマイルストーンは次の3点だった。

①マーストリヒト条約（1992年）

同条約により共通交通政策の政治的、組織的、

金融的な基盤が整備された。例えば、EC理事

会（93年以降、EU理事会）の共通交通政策に

関する議決方式は、一部例外はあるものの、全

会一致から特定多数決方式に変えられた。また

同時に、EU資金の充当により、欧州での交通

インフラの発展を目標にする欧州横断運輸ネッ

トワーク（TEN－T）構想が決定された。

②EU交通政策白書（1992年）

同白書の中で域内交通市場の自由化促進が重

要課題として取り上げられたが、現在までに鉄

道分野を除き、その実現には成功している。ま

た、汎欧州高速鉄道網の実現に必要な高速鉄道

システムのEU諸国間相互運用性の確保や、

GPS衛星網「ガリレオ」の実現に不可欠な新技

術の開発が奨励された。

③EU交通政策白書（2001年）

92年の交通政策白書は功を奏した部分がある

半面、域内交通市場の開放にあたっては、各加

盟国の技術政策、税制、社会政策の諸規制がも

たらす競争障壁を露呈し、規制緩和の必要性を

印象付けた。同様に、主要交通手段の異なる成

長動向に注意が向けられ、いくつかの幹線道路

や鉄道路線の交通容量が飽和状態にあることも

問題視され始めた。2001年に公表された新しい

交通政策白書“European transport policy for

2010: time to decide”はそれを受けて、特に持

続性を有する欧州交通システムの構築に、重要

な方向付けを示した。同白書によると、経済、

社会、環境の各側面を重んじる交通システムの

みが持続性を備え得ており、主要交通機関の利

用の平準化、ボトルネックの解消、ユーザーを

優先する交通政策、交通分野におけるグローバ

リゼーションへの対策が今後の最大の課題とし

て指摘された。また、当時の中欧加盟候補国に

注目して、当該諸国を対象とした交通網構築計

画をTEN－T構想に十分に反映させることも急

務として認識された。

２．2007年に新しいフェーズに入った
欧州横断運輸ネットワークの拡大計画

TEN－T構想の機能強化を目標に、EUは94

年および97年に開催された汎欧州交通会議にお

いて、中東欧での来たる10年、15年の交通基盤

整備の対象となる10回廊を選定した（表1）。以

後、EUの東方拡大に伴い、同回廊のほとんど

がTEN－T構想に付随するようになったが、拡

大EUの新しい周辺諸国との交通連携の取り組

みが新たな課題として認識されてきた。2004年

に設立されたEUハイレベルグループは、拡大

EUの周辺26ヵ国との会議を10回にわたって行

い、2005年末に従来の回廊構想を見直したうえ
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で、あらためて次の5つの「国境を越える主要

交通枢軸」を指定した（図1）。

①海上の交通枢軸

バルト海、バレンツ海、大西洋、地中海、黒

海、カスピ海の沿海地域をつなぐことのほか、

スエズ運河で同地域と紅海とをつなぐ。

②北部枢軸

北欧の各EU加盟国をノルウェー、ロシア、

ベラルーシとつなぐ。また、バレンツ海域をノ

ルウェー、スウェーデン、フィンランド経由で

ロシアとつなぐことも計画されている。

③中央枢軸

EUの中部地域をウクライナ、黒海とつなぐ

ことのほか、内陸水路でカスピ海とつなぐ。ま

た、中央アジアやカフカス地方とのつながりも

計画されており、シベリア鉄道との直接連絡、

ドン川／ボルガ川の水路との連結も図られる。

④南東枢軸

EUをバルカン半島やトルコ経由でカフカス

地方、カスピ海とつなぐことのほか、エジプト

や紅海ともつなぐ。また、バルカン域内での連

絡も計画されており、ロシア、イラン、イラク、

湾岸諸国とのつながりも図られる。

⑤南西枢軸

該当する西南EU諸国をスイス、モロッコと

つなぐことのほか、マグレブ地域の横断運輸連

表1 汎欧州運輸回廊計画一覧

回廊
長さ（km）

1,655 1,630

2,313 2,200

1,650 1,700

4,340 3,640

3,270 2,850

1,800 1,880

2,415

（水路）

1,270 960

6,500 5,820

2,528 2,300

線路 道路

回廊Ⅰ

回廊Ⅱ

回廊Ⅲ

回廊Ⅳ

回廊Ⅴ

回廊Ⅵ

回廊Ⅶ

回廊Ⅷ

回廊Ⅸ

回廊Ⅹ

幹線の枢軸都市 関連国

Tallinn-Riga-Kaunas-Warszawa

支線：Riga-Kaliningrad-Gdansk

Berlin-Warszawa-Minsk-Moskva-Niznij Novgorod

Dresden-Wroclaw-Lviv-Kiev

支線：Berlin-Wroclaw

Dresden-Praha-Bratislava/Wien-Budapest-Arad

支線：Nürnberg-Praha

支線：Arad-Bucuresti-Constanta

支線：Arad-Sofija-Istanbul

支線：Sofija-Thessaloniki

Venezia-Trieste/Koper-Ljubljana-Budapest-Uzgurod-Lviv

支線：Rijeka-Zagreb-Budapest

支線：Ploce-Sarajevo-Budapest

支線：Bratislava-Zilina-Uzgorod

Gdansk-Grudziadz/Warszawa-Katowice-Zilina

支線：Grudziadz-Poznan

支線：Katowice-Ostrava-Breclav/Brno

Danube

Durres-Tirana-Skopje-Sofija-Varna/Burgas

Helsinki-St.Petersburg-Pskov/Moskva-Kiev-Ljubasevka-Chisinau-Bucuresti-

Alexandroupolis

支線：Klaipeda/Kaliningrad-Vilnius-Minsk-Kiev

支線：Ljubasevka-Odessa

Salzburg-Ljubljana-Zagreb-Beograd-Nis-Skopje-Veles-Thessaloniki

支線：Graz-Maribor-Zagreb

支線：Budapest-Novi Sad-Beograd

支線：Nis-Sofija

支線：Veles-Florina

エストニア、ラトビア、リトアニア、

ポーランド、（ロシア）

ドイツ、ポーランド、ベラルーシ、ロシア

ドイツ、ポーランド、ウクライナ

ドイツ、チェコ、スロバキア、

オーストリア、ハンガリー、ルーマニア、

（トルコ、ギリシャ）

イタリア、スロベニア、ハンガリー、

ウクライナ、（クロアチア、スロバキア）

ポーランド、スロバキア、（チェコ）

ドイツ、オーストリア、スロバキア、

ハンガリー、クロアチア、

セルビア・モンテネグロ、ルーマニア、

ブルガリア、モルドバ、ウクライナ

アルバニア、マケドニア、ブルガリア

フィンランド、ロシア、ウクライナ、

モルドバ、ルーマニア、ギリシャ、

（リトアニア、ベラルーシ）

オーストリア、スロベニア、クロアチア、

セルビア・モンテネグロ、マケドニア、ア

ルバニア、ギリシャ、（ブルガリア）

（注）（ ）は支線のみ

（出所）欧州委員会各資料より作成



寄
稿
　
進
化
を
見
せ
る
Ｅ
Ｕ
広
域
交
通
網
整
備
計
画
―
大
欧
州
経
済
圏
の
構
築
に
向
け
て
―

2007年12月号　No.654 45

（
出
所
）
E
ur
op
ea
n 
C
om
m
is
si
on
, 
N
et
w
or
ks
 f
or
 P
ea
ce
 a
nd
 D
ev
el
op
m
en
t. 
E
xt
en
si
on
 o
f 
th
e 
M
aj
or
 T
ra
ns
-E
ur
op
ea
n 
T
ra
ns
po
rt
 A
xe
s 
to
 t
he
 N
ei
gh
bo
ur
in
g 
C
ou
nt
rie
s 
an
d 
R
eg
io
ns
.(
R
ep
or
t 
fr
om
 t
he
 H
ig
h

Le
ve
l G
ro
up
 c
ha
ire
d 
by
 L
oy
ol
a 
de
 P
al
ac
io
),
 2
0
0
5
/1
1
.

図
1
欧
州
横
断
運
輸
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
図
（
ト
ラ
ン
ス
モ
ー
ダ
ル
枢
軸
、
T
E
N
ー
T
優
先
枢
軸
）

Ca
na

ria
s

Ac
or

es

Du
bl

in

Co
rk

Be
lfa

st
La

rn
e Lo

nd
on

Am
st

er
da

m

Ro
tte

rd
am Du

isb
ur

g

Fr
an

kf
ur

t

Do
ve

r
Ca

la
is

Br
us

se
ls

kö
ln

Pa
ris

Ag
ad

ir

M
ar

ra
ke

ch

Ca
sa

bl
an

ca

O
ra

n
Ra

ba
t

M
oh

am
m

ed
iaFe

s

M
el

illa

O
uj

da

Al
 J

az
a’

ir

Pa
lm

a 
de

 M
al

lo
rc

a

Ta
ng

er
Al

ge
cir

as

Bo
ba

di
lla

Ba
ca

jo
z

Se
vil

la

Fa
ro

Si
ne

s
Se

tú
ba

l
Li

sb
onAv

ei
roPo

rto

La
 C

on
uñ

a

M
ad

rid
Sa

la
m

an
ca

Va
Ha

do
lid

Bu
rg

os
Vi

to
ria

Bi
lb

ao
Da

x

tru
n/

He
nd

ay
e

Bo
rd

ea
ux

To
ur

s

Za
ra

go
za

Lé
rid

a
Ba

rc
el

on
a

M
ar

se
ille

Fi
re

nz
e

Tr
ie

st
e

Pr
ist

in
a

Po
dg

or
ica

Ba
r

Pr
om

ac
ho

na
s

Al
ex

an
dr

ou
po

lis
O

rm
en

io
Ti

ra
na

Ig
ou

m
en

its
a

Ka
la

m
ba

kaKo
za

ri

Be
lg

ra
de

Si
bi

u
Bu

ch
ar

es
t

Na
dl

ac
Pe

cs

Al
 S

al
um

Be
ng

ha
zi

Al
ex

an
dn

a

Ca
iro As

yu
t

Aq
ab

a

Ku
wa

it

Ah
va

z
Sh

ira
z

Es
fa

ha
n

Ke
m

an
sh

ah
As

-S
ul

ay
m

an
iya

hHa
m

ad
an

Te
hr

an
Ra

sh
t

O
ru

m
iye

h

Ye
re

va
n

TB
ilis

i

Vl
ad

ika
vk

az
Tu

rk
m

en
ba

sh
i

Vo
lg

og
ra

d 

As
hg

ab
at

Ta
br

iz

Al
-A

hm
ad

Ba
gh

da
d

Ar
bi

l

Al
 M

aw
sil

Al
 M

an
am

ah

Al
 B

as
ra

h

Do
ha

Po
rt 

Sa
id

Je
ru

sa
le

m

Am
m

an

M
ed

in
a

Ri
ya

dh

Di
m

as
q

Ho
m

s

Al
ep

po
Iz

m
ir

Bu
rs

a

Is
ta

nb
ul

Ko
ca

el
i

Es
kis

eh
ir

An
ka

ra

Ka
ys

en

Di
ya

rb
ak

ir

No
vo

ro
ss

iys
k

Kr
as

no
da

rSt
av

ro
po

l

Sa
ra

to
vKu

yb
ys

ke
vUf

a

Ku
rg

an
Ar

ka
ng

el
’sk

Ka
za

n’

Ul
’ya

ov
sk

Ce
bo

ks
ar

y

Ry
az

an
M

os
co

wVl
ad

im
irNi

zn
ij N

ov
go

ro
d

Lv
an

ov
o

Sa
in

t P
et

er
sb

ur
g

Va
in

ikk
al

a

Ch
ar

lo
tte

nb
er

g

St
oc

kh
ol

m

Va
al

im
aa

Ke
ra

va

Ri
ga

Ko
st

ro
m

a

Vo
lo

gd
a Tu
la

Ka
lu

ga

Kl
in

ts
y

Ch
em

ih
iv

Ho
m

ye
l’

M
ah

ily
ow

M
in

sk

Vi
ln

iu
s

Hr
od

na

Br
es

t

W
ar

sa
w

Ka
to

wi
ce

L’
viv

Sm
ol

en
sk

O
re

l Ku
rs

k
Be

lg
or

od

Do
ne

ts
’k

Po
lta

va
Ch

er
ka

sy

Ki
ro

vo
hr

ad
Vi

nn
yt

sy
a

Ch
er

ni
vt

si

Kh
er

so
n

O
de

ss
a

Dn
ipr

op
etr

ov
s’k

Za
po

riy
nz

hy
a

Ro
st

ov
-o

n-
Do

n

Ta
m

bo
v

Li
pe

ts
k

Vo
ro

ne
zh

O
m

sk

Ka
ra

ga
nd

a

Ch
el

ya
bi

ns
k

As
ta

na

Pa
vlo

da
r

Se
m

ip
al

at
in

sk

Ty
um

en

Ye
ka

te
rin

bu
rg

Pe
rm

Lz
ev

sk

La
ht

i

Tu
rk

u

Ta
llin

n

Ve
nt

sp
ils

O
slo

Sv
in

es
un

d

G
öt

eb
or

g

Co
pe

nh
ag

en

Br
em

en

Sk
ot

ta
n

Kl
ai

pe
da

Le
ip

zig

Bm
o

Ka
un

as
Ka

lin
in

gr
ad

G
da

ns
k

Sa
ra

ns
k

Pe
nz

a

Ki
ev

Zh
yt

om
yr

a

Lu
xe

m
bo

ur
g

St
ut

tg
ar

t

M
ün

ch
en

M
ul

ho
us

e/
M

ül
he

im

Be
m

Vi
en

na
St

ra
sb

ou
rg

Ba
r

Vi
ts

ye
bs

k

Tv
erYa

ro
sla

vl

Ch
isi

na
u

Kh
ar

kiv

Vy
at

ka

G
az

ia
nt

ep

El
 A

ris
h

Su
ez

Du
m

ya
t

G
az

a 
Ci

ty
Te

l A
viv

Ha
ifa

Be
iru

t

Ta
rtu

s

Al
 L

ad
hi

qi
ya

h

Ko
ny

a

An
ta

lya

M
er

sin

Se
yh

an

O
rd

u

Ba
tu

m
i

Po
ti

M
ac

ha
ck

al
a

As
tra

kh
an

O
re

nb
ur

g

Ba
ku

Ka
rs

Sa
m

su
n

M
al

at
ya

Si
va

s

Le
fk

os
ia

Na
po

li
Br

in
di

si

An
trr

io
Ri

o

Ro
m

a

M
es

sin
a

Ba
ri

Th
es

sa
lo

rik
i

Ka
la

m
at

a

At
he

ns
Pa

tra

Vo
lo

s

Ku
la

ta

Io
an

ni
na

Pa
le

rm
o

Va
lle

tta

M
isr

at
ah

Tr
ip

ol
i

Sf
ax

So
us

se
En

fid
ha

Tu
ni

s/
Ra

de
s

An
na

ba

Co
ns

ta
nt

in
e

Dj
en

 D
je

n

Fi
gu

er
as

Nî
m

es

G
la

sg
ow

Ed
in

bu
rg

h

Ki
ng

st
on

 u
po

n 
Hu

ll
Ho

lyh
ea

d

Li
ve

rp
oo

l
Bi

rm
in

gh
am

Nu
ne

at
on Fe

lix
st

ow
e

Cr
ew

e
'

D D
D

D

D
D D

D D
D

D

D

D
D

D

D

D
D

D

D
D

D

D
D

D

D

D

DD
D

D

D

D

D

D
D

D

D

D

D

D

D

D

D

D
D

D

D

D

D

D
D

D

D

D

D

D

D

D
D

D

D

D

D

D

D
D

D
D

D

D

D

D

DDD
D

D

D

D
D

D

D

D

D

D

D
D

D

DD

D
D

D

D

D
D

D

D

D

D

D
D

D

D

D
D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D
D

D

DD

D

D

D
D

D

'

'

'
'

' '
'

'

'

'
'

'
'

'

'

'
'

'

'

'

'

'

' '

'

'

'

'

'
'

'
''

'

'
G

ro
zn

yy
M

as
hh

ad
'

'

'

'

' ' '

'
'

' '
'

'

'
'

'

'

'

'

'

'

'

'

'
'

'

'

'

'

'

'

'

''

'
'

'

'

'

'

M
ur

m
an

sk
'

'

'

'

'

'

'

'
'

'

'

'

'

'

''
'

'
'
'

'

'
'

'
'

'

'

'

'

'

'
'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

M
ad

ei
ra

Sa
nt

a 
Cr

uz

Vi
lla

 d
e 

Po
rto

 S
an

to

Po
nt

a 
De

lg
ad

aSa
nt

a 
Cr

uz
 d

e 
Te

ne
rif

e

La
s 

Pa
lm

as

 国
境
を
超
え
る
主
要
交
通
枢
軸
 

第
三
国
へ
の
交
通
枢
軸
 

内
陸
水
路
枢
軸
 

海
上
交
通
枢
軸
 

 道
路
 

鉄
道
 

内
陸
水
路
 

ト
ラ
ン
ス
モ
ー
ダ
ル
枢
軸
 

    T
E
N
－
T
 優
先
枢
軸
 

 

G
en

ev
a

To
rn

o
Di

va
ca

Do
mo

do
ss

ola

Inn
sb

ru
ck

Na
rv

ik

To
ck

sf
or

s

M
al

m
ö

Ro
db

y
Ha

m
bu

rg

Ha
nn

ov
er

Be
rli

n

Dr
es

de
n

Pr
ag

ue

Nu
m

be
rg

Zu
ric

h

G
en

ov
a

Mi
lan

o

Bo
log

na
Ve

ro
na

Tr
en

to

Sa
lzb

ur
g

M
an

bo
r

Sa
ra

je
vo

Vi
din

 C
aa

laf
at

So
tia

Du
rrë

sSk
op

je

Co
ns

ta
nt

a

Va
rn

a
Bo

ur
ga

s

No
vi 

Sa
d

Cu
rti

ci
Br

as
ov

Ar
ad

Za
gr

eb
Lju

blj
an

a
Ko

pe
r

Br
at

isl
av

a
Bu

da
pe

st

Br
ec

la
vZi

lin
a

Li
nz

Fo
rte

zz
a

Br
en

ne
ro

Pá
do

va
Ly

on

Ri
je

ka

'



特
集

大
欧
州
経
済
圏
と
の
交
流
拡
大
に
向
け
て

46 日本貿易会月報

結を実現する。マグレブ地域の横断幹線をエジ

プトやエジプト以南のアフリカ諸国とつなげる

ことも計画されている。

EUの広域交通網整備計画下で展開されるこ

れら5主要交通枢軸構想は、EUの欧州近隣諸国

政策（ENP）ともよく合致している。欧州委員

会は、2006年12月に発表した報告書「欧州近隣

諸国政策の強化」（COM（2006）726 final）の

中で指摘したEU周辺諸国へのEU主要政策導入

の必要性に依拠しつつ、矢継ぎ早に欧州横断運

輸ネットワーク構想に関しても新しい報告書

「汎欧州主要交通枢軸のEU周辺諸国への拡大－

欧州及びその周辺諸国における運輸指針」

（COM（2007）32 final）を作成した。2007年1

月に発表された同報告書は欧州横断運輸ネット

ワーク構想の刷新をめざしており、EU周辺諸

国との交通連携強化の重要課題につき、以下の

3点を挙げている。

・バルカン半島とトルコを含むEU次期拡大構

想のほか、ENPの目的にも相応する主要交通

枢軸のさらなる拡大と具体化を図る

・持続可能性という課題に留意し、主要交通枢

軸の範囲内における貿易、運輸を促進するた

めに、インフラ分野にとどまらない政策措置

の重要性を強調するなどして、該当する域内

市場諸原理、規制を普及する

・周辺諸国の完全なコミットメントや、交通イ

ンフラの持続可能な発展に向けての財源の集

中、EU諸政策（域内社会政策を含む）の波

及を可能とするために、協力体制と監督枠組

みの強化を行う

一方、欧州委員会は中欧のEU新規加盟国で

の交通インフラ整備への不十分な取り組みにも

注意を払い、次の3点を改善すべきものとして

いる。

・多くの場合、交通インフラ整備への投資計画、

対象プロジェクトの選定はEU新規加盟国の

それぞれの論理に従っている結果、当該交通

枢軸全体に対する国際交通のニーズを無視し

ていること

・交通網整備計画の重点が交通インフラの面に

置かれており、しばしば入国手続きを遅らせ

る主因となっている非インフラ関連ボトルネ

ックの解消という課題に十分に配慮されてい

ないこと

・交通網整備計画や具体的なプロジェクトの経

済的、社会的、環境的諸影響を評価するため

の、国際的なベストプラクティスの水準に合

う共通方法論の不在

３．EU広域交通の動向と課題

EUの各加盟国は基本的に自国交通インフラ

の構造と交通網の発展を独自で決定できる。そ

れに準じて、EUは域内共通市場の実現や深化

に必要な場合、ないし、不十分な調整のため各

加盟国の交通関連事業者が平等に扱われない場

合のみ、共通政策の策定を問われる。

ドイツの技術評価予測システム解析研究所

（ITAS）によると、欧州で現在見られる交通分

野の中長期的なトレンドや課題はことに次の6

つの要因に左右され、特徴付けられる。①長距

離輸送の需要増加、②交通政策の見直しを不可

避にする気候温暖化、③公的資金の削減傾向が

強まる中で、官民パートナーシップ（PPP）促

進への期待、④高度道路交通システム（ITS）／

テレマティクスの普及、⑤インターモーダル輸

送の重要度の上昇、⑥代替燃料と新型推進力技

術の普及。

以下ではEUにおける主要交通機関のそれぞ

れの使用概要を示す。

①道路交通

欧州での人的輸送、貨物輸送が主に道路で行
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われるため、道路インフラは域内交易、貿易に

関連する経済成長のかなめだといえる。2004年

時点での域内の財の輸送（km／トン）を見る

と、道路は最大の比率（44％）を占めており、

次いで海上水路（41％）、鉄道（8％）、内陸水

路（4％）、パイプライン（3％）となっている。

それに比べて、域内の人的輸送（km／人）は

さらに道路に頼り、その内訳は乗用車（79％）、

バス（8％）、鉄道（6％）、飛行機（5％）とな

る。なお、近年、EUの道路網を走る乗用車の

台数は毎年約300万台増えている。EUにおける

財の移動は完全自由化されているが、輸送業者

間競争の公平を保障するために、今後、各加盟

国はそれぞれの技術政策、税制、社会政策上の

諸規則を互いに調和させる必要がある。また、

道路輸送による騒音公害や有害排気物の排出を

抑制すべく、新たな政策の実施は不可欠であ

る。

②鉄道交通

他の交通機関と比較して、鉄道交通に対する

共通政策はあまり進展していない。また、域内

交通に占める鉄道輸送の比重は低下を続けてお

り、70年以降、人的輸送における鉄道の比率は

10％から6％へ、さらに、貨物輸送における同

比率は21％から8％へと減少した。普通鉄道シ

ステムの規格が共用されていないため、域内で

国境を超える時の貨物輸送の平均速度は

18km／時にしか達しておらず、諸国間相互運

用性の確保を重大な課題として印象付けてい

る。安全で環境にも優しい鉄道分野の活性化に

向けて、特に貨物輸送市場の自由化を促進させ

なくてはならない。

③海上・内陸水路交通

EUの域外貿易で海上輸送は最も重要な輸送

手段である。同貿易の70％は海上輸送により行

われ、原油の輸入を見ると、その比率は90％に

も達する。また、域内貿易の41％は海上・内陸

水路輸送で行われている。便宜置籍船の普及拡

大による競争激化を主因として、ここ数年、

EU商船隊の縮小は進んでいるものの、EU商船

隊の世界商船隊に占める比率は26％と世界最大

である。一方で、EU域内における水上輸送で

近年見られる慢性的な混雑の緩和対策は急務で

ある。

④航空交通

過去20年のEU航空交通量の年平均増加率は

7％に達した。2000年の域内離着陸回数は約800

万回を記録したが、2020年までに同回数は

1,600万回に上ると予想される。域内航空会社

を対象にして、EUは各加盟国の航空市場を自

由化しており、自国と他の加盟国との間の航空

事業のほか、他加盟国間での航空事業や新しい

キャリアの市場進出も可能となった。現在、新

たな競争激化により生じた域内航空ブームは、

主要空港の容量不足を深刻化させている。需要

に合った空港拡張の実現には、特に工事施工認

可の手続きを加速化、弾力化する必要がある。
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