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〔研究ノート〕

アリストテレスにおける「友愛」の諸類型
―『ニコマコス倫理学』８巻１章～ 12 章に即して―

野　津　悌

序

ア リ ス ト テ レ ス は 『 ニ コ マ コ ス 倫 理 学 』（ 以 下 Ｅ Ｎ と 略 ） ８・９ 巻 に お い て 「 友

愛 」に 関 す る 詳 細 な 考 察 を 行 っ て い る 。 こ こ で「 友 愛 」と 訳 し た の は 古 代 ギ リ シ ャ

語 の 「 フ ィ リ ア philia」 で あ る が こ の 語 の 意 味 領 域 は 日 本 語 の 「 友 愛 」 と 比 べ て

は る か に 広 い 。 日 本 語 の 「 友 愛 」 が 親 族 以 外 の 親 密 な 人 間 関 係 に 限 定 さ れ る の に

対 し 「 フ ィ リ ア 」 は そ れ に と ど ま ら ず 、 親 子 、 兄 弟 、 夫 婦 、 親 戚 に も 、 職 場 の 同

僚 や 同 じ 市 民 同 士 と い っ た 必 ず し も 親 密 と は 言 え な い 人 間 関 係 に ま で 適 用 さ れ る

使 用 範 囲 が 広 い 言 葉 で あ る 。 そ れ ゆ え 「 友 愛 」 と い う 訳 語 は 便 宜 的 措 置 に 過 ぎ な

い 。 ア リ ス ト テ レ ス が 以 上 の 意 味 で の 「 友 愛 」 に つ い て 考 察 す る EN ８ ・ ９ 巻 は

同 書 全 体 の じ つ に ５ 分 の １ に 相 当 す る 。 彼 の 倫 理 学 の 主 著 に こ れ ほ ど 詳 細 な 「 友

愛 」 論 が 含 ま れ て い る こ と は 彼 の 倫 理 学 が 基 本 的 に 個 人 の 幸 福 の 実 現 を 目 指 す 倫

理 学 で あ る こ と を 考 え 合 わ せ る と 注 目 す べ き 事 態 で あ る 。 何 故 な ら 「 友 愛 」 の 本

質 は 利 他 で あ り そ れ ゆ え 「 友 愛 」 を 重 ん ず る こ と は 個 人 の 幸 福 の 実 現 と 衝 突 す る

可 能 性 を と も な う か ら で あ る 。 で は こ れ は ア リ ス ト テ レ ス 倫 理 学 の 中 に 存 在 す る

矛 盾 な の か 。 あ る い は ア リ ス ト テ レ ス 倫 理 学 の 中 で 「 友 愛 」 は 何 ら か の 形 で 個 人

の 幸 福 を 支 え る 要 素 に な っ て い る の か 。 こ の こ と は ア リ ス ト テ レ ス 倫 理 学 を 理 解

し よ う と す る 際 に 避 け て 通 れ な い 問 題 で あ り 、 Ｅ Ｎ ８ ・ ９ 巻 の 「 友 愛 」 論 を 読 み

解 く 際 の 重 要 な 課 題 で あ る 。

EN ８ ・ ９ 巻 で の ア リ ス ト テ レ ス の 「 友 愛 」 論 の 論 点 は 多 岐 に わ た る が そ の 内

容 は 大 枠 と し て 次 の ３ 部 分 に 分 け る こ と が で き る 。 第 １ に 「 友 愛 」 の 諸 類 型 に つ

い て 論 ず る ８ 巻 １ 章 ～ 12 章 。 第 ２ に 「 友 愛 」 が こ じ れ て し ま う 原 因 に つ い て 考

察 す る ８ 巻 13 章 ～ ９ 巻 ３ 章 。 そ し て 第 ３ に 「 友 愛 」 に 関 係 す る 哲 学 的 諸 問 題 を

取 り 上 げ る ９ 巻 ４ 章 ～ 12 章 で あ る 。 こ れ ら ３ 部 分 の 議 論 は 相 互 に 連 関 し て い る

の で 個 別 に 切 り 離 し て 考 察 す る こ と は で き な い 。 し か し ３ 部 分 全 体 に わ た る 詳 細

な 考 察 に は か な り の 紙 幅 を 要 す る の で 、本 稿 に お い て は ア リ ス ト テ レ ス の 「 友 愛 」

論 研 究 の 最 初 の 一 歩 と し て 上 述 の 第 １ の 部 分 の み を 考 察 の 対 象 と し 他 の ２ 部 分 に

つ い て の 考 察 は 別 稿 に 委 ね る こ と に す る 。 本 稿 の 狙 い は 第 １ の 部 分 （EN ８ 巻 １
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～ 12 章 ） で ア リ ス ト テ レ ス が 「 友 愛 」 の 諸 類 型 を 論 ず る 際 の 彼 の 考 察 の 構 造 を

明 ら か に す る こ と に あ る 。 彼 は そ こ で 先 ず 「 友 愛 」 の ３ 類 型 に つ い て 論 じ （ ８ 巻

２ ～ ８ 章 ）、 引 き 続 き 、 既 に 論 じ た ３ 類 型 と は 異 な る 仕 方 で の 「 友 愛 」 の 諸 類 型

に つ い て 論 じ て い る（ ８ 巻 ９ ～ 12 章 ）。 す な わ ち そ こ で ア リ ス ト テ レ ス は「 友 愛 」

に 関 し て 二 つ の 異 な っ た 類 型 論 を 展 開 し て い る の で あ る 。 以 下 、 本 稿 第 １ 章 と 第

２ 章 で そ れ ぞ れ の 類 型 論 の 内 容 を 明 ら か に し 、 本 稿 の 結 論 に お い て 、 そ れ ら 二 つ

の 類 型 論 の 相 互 関 係 に つ い て 考 察 し て み た い 。

第１章　「友愛」の３類型：「友愛」は何を愛するのか

第１節　愛の対象としての「善」と「快」と「有益さ」

は じ め に 「 友 愛 」 の 本 質 に つ い て の ア リ ス ト テ レ ス の 基 本 的 な 考 え 方 を 、 EN

８ 巻 ２ 章 ・ ３ 章 に 基 づ い て 確 認 し て お こ う 。 彼 は ８ 巻 ２ 章 に お い て 「 愛 し う る こ

と （ フ ィ レ ー ト ン ）」 と い う 概 念 に つ い て 考 察 し て い る 。 彼 に よ れ ば 、 人 は 全 て

の 事 柄 を 愛 す る わ け で は な い 。 あ く ま で も 人 は 「 愛 し う る こ と 」 を 愛 す る 。 そ し

て そ の 「 愛 し う る こ と 」 は 「 善 い こ と 」「 快 い こ と 」「 有 益 な こ と 」（1155 ｂ 19）

の ３ 種 で あ る 。 そ れ ゆ え 「 友 愛 」 も あ る 種 の 愛 で あ る 以 上 、 ３ 種 の 「 愛 し う る こ

と 」 の い ず れ か に つ い て の 愛 で あ る こ と に な る 。 た だ し そ れ が 「 友 愛 」 で あ る た

め に は さ ら に ２ つ の 条 件 を 満 た す 必 要 が あ る 。

第 １ に そ の 愛 の 対 象 が 「 魂 を 持 た な い も の 」（1155b27） で あ っ て は な ら な い 。

そ の 場 合 に は 「 愛 し 返 し （ ア ン テ ィ フ ィ レ ー シ ス ）」 が 生 じ な い し 「 そ の 対 象 に

対 し て 善 き こ と を 願 う こ と 」も 生 じ な い か ら で あ る（cf.1155b28-29）。 あ る 愛 が「 友

愛 」で あ る た め に は 、相 手 の た め に「 善 き こ と 」を 願 う こ と 並 び に 相 手 か ら の「 愛

し 返 し 」 が 必 須 で あ る 。 と こ ろ が 愛 の 対 象 が 「 魂 を 持 た な い も の 」 で あ る と し た

ら そ れ ら の 要 件 が 成 り 立 た な い 。 従 っ て そ こ に 「 友 愛 」 は 成 り 立 た な い 。

第 ２ に そ の 愛 が 「 気 づ か れ ず に は い な い 」（1155 ｂ 34） こ と が 必 要 で あ る 。 例

え ば 、 実 際 に 会 っ た こ と が な い 人 々 が 、 お 互 い の こ と を 「 真 っ 当 な 人 々 、 あ る い

は 、役 に 立 つ 人 々 」（1155 ｂ 35-1156a １ ）で あ る と 思 っ て い る 場 合 を 考 え て み よ う 。

こ の 場 合 、 こ れ ら の 人 々 は 確 か に 互 い に 「 好 意 を 持 っ て い る 」（1156a １ ）。 し か

し そ う だ と し て も そ れ ら の 人 々 が 「 お 互 い に そ の よ う な 関 係 に あ る こ と に 気 づ い

て い な い 」（1156a ２- ３ ） と し た ら 「 友 人 」 の 名 に 値 し な い 。「 友 人 」 と 言 え る

た め に は 相 手 が 自 分 に 「 好 意 を も っ て い る 」 と い う こ と に 双 方 が 気 づ い て い る 必

要 が あ る 。

以 上 の 考 察 を 踏 ま え て ア リ ス ト テ レ ス は 「 友 愛 」 が 成 立 す る た め に 必 要 な 諸 条
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件 を 次 の よ う に 規 定 し て い る 。

（ 友 愛 は ） 上 述 の 事 柄 の う ち の ど れ か ひ と つ ゆ え に 生 じ る も の で あ り 、

お 互 い に 好 意 を 持 ち 善 を 願 い し か も そ の こ と に 気 づ い て い な け れ ば な ら

な い 。（1156a ３- ５ ）

引 用 文 中 の 「 上 述 の 事 柄 」 と は 「 善 」「 快 」「 有 益 さ 」 の ３ つ で あ る 。 そ れ ゆ え

ア リ ス ト テ レ ス に よ れ ば 「 友 愛 」 は 「 愛 し う る も の 」 の ３ 種 に 応 じ て ３ 種 に 分 け

ら れ る 。 即 ち 「 善 ゆ え の 友 愛 」「 快 ゆ え の 友 愛 」「 有 益 さ ゆ え の 友 愛 」 で あ る 。

第２節　「完全な友愛」であるための諸条件

た だ し こ れ ら ３ 種 の 「 友 愛 」 は 同 等 で は な い 。 ３ 種 の 「 友 愛 」 の う ち 「 有 益 さ

ゆ え の 友 愛 」 と 「 快 ゆ え の 友 愛 」 は 「 付 帯 的 」（1156a16-17） で あ る に 過 ぎ な い 。

そ れ ら の 「 友 愛 」 は 相 手 そ れ 自 体 に 対 す る 愛 で は な く 、 相 手 に た ま た ま 備 わ っ て

い る 事 柄 に 対 す る 愛 だ か ら で あ る 。 こ の 点 に つ い て ア リ ス ト テ レ ス は 次 の よ う に

述 べ て い る 。

有 益 さ ゆ え に 愛 し 合 う 人 々 は 相 手 を そ の 人 自 体 と し て 愛 し て い る の で は

な く 、 相 手 か ら 自 分 に 何 か 善 い も の が 生 じ る 限 り で 愛 し て い る に 過 ぎ な

い 。 快 ゆ え に 愛 し 合 う 人 々 も 同 様 で あ る 。 例 え ば 人 々 が 「 機 知 に 富 ん だ

人 々 」 を 愛 す る の は そ の 人 々 の 「 人 と な り 」 の ゆ え で は な く そ の 人 々 が

自 分 た ち に と っ て 快 い か ら で あ る 。 こ の よ う に 有 益 さ ゆ え に 愛 す る 人 々

は 自 ら に 生 じ る 善 ゆ え に 愛 し 、 快 ゆ え に 愛 す る 人 々 は 自 ら に 生 じ る 快 ゆ

え に 愛 す る 。 そ し て そ の 相 手 は 「 愛 さ れ る 人 」 と し て で は な く 「 有 益 な

人 」 あ る い は 「 快 い 人 」 と し て 愛 さ れ て い る 。 そ れ ゆ え こ れ ら の 友 愛

は 付 帯 的 で あ る 。「 愛 さ れ る 人 」 と し て そ の 人 は 愛 さ れ て い る の で は な

く 、 何 ら か の 善 や 快 を 与 え て く れ る 人 と し て 愛 さ れ て い る か ら で あ る 。

（1156a10-19）

一 方 で 「 善 ゆ え の 友 愛 」 は 「 付 帯 的 」 で は な い 。「 善 ゆ え の 友 愛 」 は 相 手 に た

ま た ま 備 わ っ て い る に 過 ぎ な い よ う な 事 柄 に 対 す る 愛 で は な い か ら で あ る 。 ア リ

ス ト テ レ ス は 「 善 ゆ え の 愛 」 を 「 完 全 な 友 愛 」 と し て 位 置 付 け 、 そ の 特 徴 を 次 の

よ う に 説 明 し て い る 。

完 全 な 友 愛 は 、 善 き 人 々 ど う し の 友 愛 、 す な わ ち 徳 の 点 で 似 た 人 々 ど う

し の 友 愛 で あ る 。 こ れ ら の 人 々 は 、 善 き 人 々 と し て 、 自 己 自 身 に 即 し て
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善 き 人 々 で あ る よ う な 者 と し て 、 互 い に 善 を 願 い 合 っ て い る 。 相 手 に 対

し て そ の 相 手 の た め に 善 を 願 う 人 々 が 何 に も ま し て 友 人 ど う し と 言 う に

ふ さ わ し い 。 そ れ ら の 人 々 は 自 己 自 身 が 原 因 で そ の よ う な 関 係 に あ る の

で あ り 、 付 帯 的 な 仕 方 で そ の 関 係 に あ る の で は な い 。 こ の 人 々 の 友 愛

は 彼 ら が 善 き 人 々 で あ る 限 り 持 続 す る 。 徳 は 安 定 性 を 持 つ か ら で あ る 。

（1156 ｂ ７-12）

「 善 ゆ え の 友 愛 」の 担 い 手 た ち は 共 に「 善 き 人 々 」す な わ ち「 徳 」を 有 す る 人 々

で あ る 。 そ の よ う な 人 々 が 自 ら 有 す る 「 徳 」 と 類 似 の 「 徳 」 を 相 手 も 有 し て い る

こ と を 互 い に 認 め 合 う と き に こ の 種 の 「 友 愛 」 が 生 ま れ る 。 そ し て こ の よ う な 愛

の 担 い 手 た ち は 「 善 き 人 々 と し て 、 自 己 自 身 に 即 し て 善 き 人 々 で あ る よ う な 者 と

し て 、 互 い に 善 を 願 い 合 っ て い る 」 の で あ る 。 こ の こ と か ら 「 善 ゆ え の 友 愛 」 に

お け る 「 善 」 の 願 い 方 が 独 特 の も の で あ る こ と が わ か る 。 ３ 種 の 「 友 愛 」 の い ず

れ の 場 合 に お い て も 人 々 は 互 い に 「 善 」 を 願 う 。「 有 益 さ ゆ え の 友 愛 」 に お い て

は 相 手 が 有 益 な 人 間 で あ る こ と を 、「 快 ゆ え の 友 愛 」 に お い て は 相 手 が 快 適 な 人

間 で あ る こ と を 、 相 互 に 願 う 。 な る ほ ど こ れ ら の こ と も ま た 何 ら か の 「 善 」 を 願

う こ と で は あ る 。 有 益 な 人 間 で あ る こ と や 快 適 な 人 間 で あ る こ と も ま た あ る 意 味

で の 「 善 」 だ か ら で あ る 。 し か し そ れ は 相 手 に と っ て の 「 付 帯 的 」 な 「 善 」 を 願

う こ と で あ る に す ぎ な い 。 そ の よ う な 「 善 」 を 互 い に 願 い あ う こ と は 「 友 愛 」 の

相 手 を 「 与 え て く れ る 人 」（1156a18） と し て し か 見 る こ と が で き な い 人 （「 徳 」

を 欠 い た 人 ） の 特 徴 で も あ る 。 こ れ に 対 し て 「 善 ゆ え の 友 愛 」 に お い て は 相 手 が

善 き 人 間 で あ る こ と を 互 い に 願 う 。 こ れ は も は や 相 手 に 、 自 分 に 何 か を 「 与 え て

く れ る 人 」 で あ る こ と を 願 う こ と で は な い 。 そ れ は む し ろ 「 相 手 に 対 し て そ の 相

手 の た め に 善 を 願 う 」 こ と で あ る 。 ア リ ス ト テ レ ス に よ れ ば そ の よ う な 人 間 関 係

こ そ 「 何 に も ま し て 友 人 ど う し と 言 う に ふ さ わ し い 」 も の で あ る 。 そ し て そ の よ

う な 人 間 関 係 す な わ ち 「 善 に よ る 友 愛 」 は 「 持 続 」 す る 。 何 故 な ら そ の 種 の 「 友

愛 」は「 徳 」を 有 す る 人 々 の 間 に 生 じ る「 友 愛 」で あ り「 徳 」は「 安 定 性 」を 持 っ

て い る か ら で あ る 。

以 上 の こ と か ら 「 善 ゆ え の 友 愛 」 と 他 の ２ 種 の 「 友 愛 」 と の い く つ か の 決 定 的

な 違 い が 明 ら か に な っ た 。「 善 ゆ え の 友 愛 」 は 、 相 手 に お け る 「 付 帯 的 」 な 事 柄

で は な く 相 手 の 人 間 性 そ の も の へ の 愛 で あ る 。 ま た そ れ は 、 相 手 を 自 分 に 何 か を

「 与 え て く れ る 人 」 と み な す こ と か ら く る 愛 で は な く 、 む し ろ 自 分 の 方 か ら 「 相

手 の た め に 善 を 願 う 」 こ と を 本 質 と す る 愛 で あ る 。 そ し て そ れ は 「 徳 」 の 「 安 定

性 」 に 支 え ら れ た 「 持 続 す る 」 愛 で も あ る 。

「 善 ゆ え の 友 愛 」 の 重 要 な 特 徴 は そ れ だ け で は な い 。 上 に 引 用 し た 箇 所 に 続 い

て ア リ ス ト テ レ ス は 「 善 ゆ え の 友 愛 」 の 当 事 者 に 関 し て 次 の よ う に 述 べ て い る 。

アリストテレスにおける「友愛」の諸類型（野津悌）
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両 人 は 端 的 に 善 い 人 で あ る と と も に 相 手 に と っ て も 善 い 人 で あ る 。 何 故

な ら 善 い 人 と い う の は 端 的 に 善 い 人 々 も あ る し 、 お 互 い に と っ て 有 益 な

人 で も あ る か ら で あ る 。 同 様 に 彼 ら は 快 適 な 人 々 で も あ る 。 何 故 な ら 善

い 人 と い う の は 端 的 に 善 い 人 で も あ る し 、 お 互 い に と っ て 快 適 な 人 で も

あ る か ら で あ る 。 と い う の は 、 自 分 に 固 有 の 諸 行 為 お よ び そ れ に 類 似 の

行 為 は 各 個 人 に と っ て 快 適 な も の で あ る が 、 善 い 人 た ち は 同 じ 行 為 も し

く は 類 似 の 行 為 を な す も の で あ る か ら 。（1156 ｂ 13-17）

ア リ ス ト テ レ ス に よ れ ば 「 善 い 人 々 」 は 「 端 的 に 善 い 人 々 」 で あ る だ け で は な

く 「 お 互 い に と っ て 有 益 な 人 」 で も あ り か つ 「 お 互 い に と っ て 快 適 な 人 」 で も あ

る 。 つ ま り 「 善 ゆ え の 友 愛 」 に は 「 有 益 さ ゆ え の 友 愛 」 と 「 快 ゆ え の 友 愛 」 が 含

ま れ て い る 。 そ の 意 味 で「 善 ゆ え の 友 愛 」は い わ ば「 友 愛 」の 全 て を 含 ん で い る 。

こ の こ と を ア リ ス ト テ レ ス は 、 こ の 種 の 「 友 愛 」 に お い て は 「 友 愛 に 備 わ る べ き

全 て の 事 柄 が 結 び あ わ さ れ て い る 」（1156 ｂ 18-19） と 表 現 し て い る 。

以 上 の こ と か ら ア リ ス ト テ レ ス が「 完 全 な 友 愛 」と 呼 ぶ「 善 ゆ え の 友 愛 」と は 、

① 相 手 の 人 間 性 そ の も の へ の 愛 、 ② 「 相 手 の た め に 善 を 願 う 」 こ と を 本 質 と す る

愛 、 ③ 「 持 続 す る 」 愛 、 ④ 「 友 愛 に 備 わ る べ き 全 て の 事 柄 」 を 包 括 す る 愛 で あ る

こ と が わ か る 。 こ の よ う な ① ～ ④ の 諸 条 件 を 満 た す 「 友 愛 」 を 実 現 す る こ と は 容

易 で は な い 。 そ れ ゆ え 彼 は 「 善 ゆ え の 愛 」 に つ い て 「 こ の よ う な 友 愛 は も ち ろ ん

稀 な も の で あ る 。 そ の よ う な 人 々 は 数 少 な い 」（1156b24-25） と も 述 べ て い る 。

第３節　「完全な友愛」とその他の「友愛」の比較

「 善 ゆ え の 友 愛 」 す な わ ち 「 完 全 な 友 愛 」 は 稀 で あ る 。 従 っ て 我 々 が 「 友 愛 」

と 呼 ぶ 様 々 な 「 友 愛 」 の ほ と ん ど は 不 完 全 で あ る 。 た だ し 不 完 全 で あ っ て も 「 友

愛 」 で な い わ け で は な い 。 そ れ ら は 「 完 全 な 友 愛 」 と の 類 似 性 の ゆ え に 、 不 完 全

で あ り な が ら も あ る 種 の「 友 愛 」で あ る 。 ア リ ス ト テ レ ス は EN ８ 巻 ４ ～ ６ 章 で「 完

全 な 友 愛 」 す な わ ち 「 善 ゆ え の 友 愛 」 と そ れ 以 外 の ２ 種 の 「 友 愛 」 を 様 々 な 角 度

か ら 比 較 し て い る 。 同 書 の こ の 部 分 の テ キ ス ト は 重 複 箇 所 （doublet） が 多 く 読 み

づ ら い 箇 所 で あ る が ア リ ス ト テ レ ス の 基 本 的 な 主 張 は 以 下 の （ １ ） ～ （ ７ ） に ま

と め る こ と が で き る だ ろ う（ こ の 部 分 の 重 複 箇 所 に 関 し て は Gauthier, R.,et Jolif, J. I.2 

pp.220-227 の 考 え 方 に 従 っ た ）。

（ １ ）「 善 ゆ え の 友 愛 」 の 当 事 者 た ち は 価 値 観 を 共 有 し て い る （cf.1156b33-

35,1157b25-58a １ ）

ア リ ス ト テ レ ス に よ れ ば 「 善 ゆ え の 友 愛 」 は 「 時 間 の 点 で も そ の 他 の 点 で も 完

全 な 友 愛 」（1156b33-34） で あ り そ の 当 事 者 た ち は 「 す べ て に 関 し て 同 一 の も の
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な い し 類 似 の も の 」（1156b33-34） を そ れ ぞ れ 相 手 か ら 受 け 取 る と い う 。 こ こ で

の「 す べ て に 関 し て 」の 意 味 は「 愛 し う る こ と 」の 全 種 類 、す な わ ち「 善 」「 快 」「 有

益 さ 」 に 関 し て 、 と い う こ と で あ る 。 つ ま り こ の 種 の 愛 の 当 事 者 た ち が お 互 い に

同 一 の 「 善 」「 快 」「 有 益 さ 」 を 、 あ る い は そ れ に 類 似 し た も の を 、 互 い に 与 え あ

う と い う こ と で あ る 。 こ の こ と は 「 善 ゆ え の 友 愛 」 が 「 徳 の 点 で 似 た 人 々 ど う し

の 友 愛 」 で あ る こ と か ら 理 解 で き る 。 こ れ ら の 人 々 は そ れ ぞ れ が 「 善 き 人 」 つ ま

り「 徳 」あ る 人 と し て「 端 的 な 善 」を 知 っ て い る 。 の み な ら ず そ れ ら の 人 々 に あ っ

て は 、 そ の 「 端 的 な 善 」 が 同 時 に 「 当 人 に と っ て の 善 」 に も な っ て い る 。 そ れ ゆ

え に こ れ ら の 人 々 の 「 友 愛 」 は 同 一 の （ あ る は 類 似 し た ） 価 値 観 に 基 づ い て い る

こ と に な る 。 こ の 点 に つ い て ア リ ス ト テ レ ス は 次 の よ う に 述 べ て い る 。

何 度 も 述 べ た よ う に 最 高 の 友 愛 は 善 い 人 々 の 間 の 友 愛 で あ る 。 何 故 か と

言 う と 、 端 的 な 意 味 で の 善 な い し 快 と は 愛 し う る も の そ し て 望 ま し い も

の の こ と を 言 う の で あ り 、 各 人 に と っ て の そ れ は そ の 当 人 に と っ て の そ

の よ う な も の こ と を 言 う の で あ る が 、 善 き 人 ど う し は そ の 両 方 の こ と が

原 因 と な っ て お 互 い が お 互 い に と っ て 愛 し う る も の そ し て 望 ま し い も の

に な っ て い る （1157b25-28）

引 用 文 ３ 行 目 の「 両 方 の こ と 」は「 端 的 な 意 味 で の 善 な い し 快 」と「 各 人 に と っ

て の そ れ 」 を 指 し て い る 。 つ ま り 「 善 に よ る 友 愛 」 の 当 事 者 た ち に お い て は 、「 端

的 な 意 味 で の 善 な い し 快 」 と 「 各 人 に と っ て の そ れ 」 が 同 じ も の で あ る と い う こ

と で あ る 。 す な わ ち こ れ ら の 人 々 は 同 一 の 事 柄 を 「 端 的 な 善 」 と し て 愛 し 、 し か

も そ の 同 じ 「 端 的 な 善 」 を 自 分 自 身 に と っ て の 「 善 」 と し て 愛 し て い る 人 々 で あ

る と い う こ と で あ る 。

こ の よ う に ア リ ス ト テ レ ス に よ れ ば 「 善 に よ る 友 愛 」 の 当 事 者 た ち は 「 同 一 」

の 価 値 観 な い し 「 類 似 」 し た 価 値 観 に よ っ て 支 え ら れ て い る 。 そ し て こ の 共 通 の

価 値 観 の 有 無 が 「 完 全 な 友 愛 」 と そ の 他 の 「 友 愛 」 を 分 け る 際 の 重 要 な 要 因 な の

で あ る 。

（ ２ ）「 善 ゆ え の 友 愛 」 は 「 中 傷 」 を 受 け る こ と が な い （cf.1157a20-25）

前 述 の 通 り 「 善 ゆ え の 友 愛 」 は 「 時 間 の 点 で も そ の 他 の 点 で も 完 全 な 友 愛 」 で

あ る 。「 時 間 の 点 」 で の 完 全 性 と は 「 徳 」 の 安 定 性 に 基 づ く 持 続 性 の こ と で あ る 。

ア リ ス ト テ レ ス に よ れ ば 、 こ の よ う な 持 続 性 を 備 え た 「 善 ゆ え の 友 愛 」 は 「 中 傷

を 受 け る こ と が な い 友 愛 」（1157a21） で も あ る 。 こ の 種 の 「 友 愛 」 の 相 手 は 「 長

い 時 間 を か け て 自 分 自 身 で 試 し 続 け て き た 相 手 」（1157a22） で あ る 。 そ れ 故 そ の

よ う な 相 手 が 中 傷 さ れ て も そ れ を 容 易 に 信 じ た り は し な い 。

アリストテレスにおける「友愛」の諸類型（野津悌）
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（ ３ ）「 快 ゆ え の 友 愛 」 は 「 有 益 さ ゆ え の 友 愛 」 よ り も 優 れ て い る （cf.1157a １

-16,1158a18-27）

「 快 ゆ え の 愛 」 と 「 有 益 さ ゆ え の 友 愛 」 は 「 善 ゆ え の 友 愛 」 と の 類 似 性 を も ち

そ の 限 り で あ る 種 の 「 友 愛 」 で あ る （cf.1157a １- ３ ）。 し か し そ れ ら の 「 友 愛 」

は 「 善 ゆ え の 友 愛 」 と 似 て 非 な る も の で あ る 。 何 故 な ら 「 善 に よ る 友 愛 」 の 当 事

者 た ち が 既 に 述 べ た よ う に 「 同 一 」 な い し 「 類 似 」 の 価 値 観 に よ っ て 支 え ら れ て

い る の に 対 し て 、「 快 ゆ え の 友 愛 」「 有 益 さ ゆ え の 友 愛 」 の 当 事 者 た ち の 場 合 は そ

う で は な い か ら で あ る 。 そ し て そ れ が こ れ ら の 二 つ の 「 友 愛 」 の 不 完 全 性 の 原 因

で あ る 。

と こ ろ で こ れ ら の 不 完 全 な 「 友 愛 」 に も 様 々 な 場 合 が あ る 。 当 事 者 た ち が 比 較

的 近 い 価 値 観 を 持 ち 合 わ せ て い る 場 合 に は そ れ ら は 「 完 全 な 友 愛 」 に い っ そ う 類

似 し た も の と な り 比 較 的 「 持 続 性 」 の あ る も の と な る 。 例 え ば 、 同 じ 「 快 楽 ゆ え

の 友 愛 」 の 場 合 で も 「 機 知 に 富 ん だ 人 々 同 士 」（1157a ６ ） と 「 愛 す る 者 と 愛 さ

れ る 者 」 と の あ い だ に は 違 い が あ る 。 前 者 の 場 合 に は 当 事 者 た ち が 「 機 知 に よ る

快 楽 」 と い う 同 一 の も の を 求 め る の に 対 し て 、 後 者 の 場 合 に は 、「 愛 す る 者 」 の

側 は 「 相 手 を 眺 め る こ と 」 に 「 快 楽 」 を 感 じ 「 愛 さ れ る 者 」 の 側 は 「 相 手 か ら 世

話 を 受 け る こ と 」 に 「 快 楽 」 を 感 じ る と い う よ う に 、 両 者 が 相 手 か ら 異 な る も の

を 求 め て い る か ら で あ る 。 そ れ ゆ え に「 機 知 に 富 ん だ 人 々 同 士 」の「 友 愛 」は「 愛

す る 者 と 愛 さ れ る 者 」 の 「 友 愛 」 に 比 べ て 「 善 ゆ え の 友 愛 」 に 近 く 「 持 続 性 」 も

高 い 。 な お 前 者 の 「 愛 す る 者 と 愛 さ れ る 者 」 に も 様 々 な 場 合 が あ る 。 両 者 が 互 い

に 慣 れ 親 し ん だ 結 果 類 似 し た 人 柄 の 者 と な り 「 互 い の 人 柄 を 好 む よ う に な っ た 場

合 」（1157a11） に は そ の 「 友 愛 」 は 「 善 ゆ え の 友 愛 」 に 近 く な り 「 持 続 性 」 を 持

つ こ と も あ る 。 他 方 で 「 恋 愛 関 係 」 に あ り な が ら も 「 快 で は な く 有 益 さ を 交 換 し

て い る よ う な 場 合 」（1157a12-13） に は 友 人 関 係 は 長 続 き し な い 。 何 故 な ら こ れ

ら の 人 々 は 「 互 い に と っ て の 友 人 で は な く 利 益 と の 友 人 」（1157a16） だ か ら で あ

る と い う 。 以 上 の 事 例 か ら 明 ら か な よ う に ア リ ス ト テ レ ス は 同 じ 不 完 全 な「 友 愛 」

で も「 快 楽 ゆ え の 友 愛 」の ほ う を「 有 益 さ ゆ え の 友 愛 」よ り も 高 く 評 価 し て い る 。

彼 に よ れ ば 「 快 楽 ゆ え の 友 愛 に は 一 層 多 く の 自 由 人 ら し さ が あ る の に 対 し て 有 益

さ ゆ え の 友 愛 の 当 事 者 た ち は 小 売 商 人 的 で あ る 」（1158a20-21） か ら で あ る 。

（ ４ ）「 快 ゆ え の 友 愛 」 と 「 有 益 さ ゆ え の 友 愛 」 は ひ と つ に は な ら な い

（cf.1157a33-36,1158a28-36）

「 快 ゆ え の 友 愛 」 と 「 有 益 さ ゆ え の 友 愛 」 は 「 善 ゆ え の 友 愛 」 と の 類 似 性 に 基

づ い て 成 り 立 つ 不 完 全 な 「 友 愛 」 で あ る 。 ア リ ス ト テ レ ス に よ れ ば こ れ ら ２ 種

の 不 完 全 な 「 友 愛 」 が 「 ひ と つ の も の に な る こ と 」（1157a33-34） は 滅 多 に な い 。

同 じ 人 々 が 有 益 さ ゆ え の 友 人 で あ る と 同 時 に 快 楽 ゆ え の 友 人 で あ る こ と は 滅 多

に な い と い う こ と で あ る 。 何 故 な ら そ れ ら ２ 種 の 「 友 愛 」 は 、 当 事 者 た ち が お
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互 い の 「 徳 」 を 認 め 合 う こ と に と っ て 生 じ た も の で は な く 、 そ れ ぞ れ が 別 々 の

一 時 的 な 原 因 に よ っ て 偶 然 に 生 じ た も の に 過 ぎ な い か ら で あ る 。 こ の こ と を ア

リ ス ト テ レ ス は 「 付 帯 的 に 生 じ た 二 つ の 事 柄 が ひ と つ に な る こ と は 滅 多 に な い 」

（1157a35-36） と い う 表 現 で 説 明 し て い る 。

以 上 の よ う に 不 完 全 な 「 友 愛 」 で あ る 限 り の ２ つ の 「 友 愛 」 は 決 し て ひ と つ に

は な ら な い 。 そ れ ゆ え 不 完 全 な 「 友 愛 」 だ け を 頼 り に 生 き る 人 々 は 、 互 い に 性 格

の 異 な る ２ 種 の 「 友 人 」 を 持 つ 。 ア リ ス ト テ レ ス は そ の よ う な 人 々 の 典 型 と し て

「 権 力 者 」 の 例 を 挙 げ て い る 。

権 力 者 た ち は 友 人 を 使 い 分 け て い る よ う に 思 わ れ る 。 彼 ら に と っ て あ る

人 び と は 有 益 で あ り 、 別 の 人 々 は 快 適 で あ り 、 同 じ 人 々 が 両 方 の 性 質 を

持 つ こ と は ほ ぼ な い 。 何 故 な ら 権 力 者 た ち は 「 徳 を 備 え た 快 適 な 人 々 」

や 「 立 派 な こ と を 行 う た め に 有 益 な 人 々 」 を 探 し 求 め る の で は な く 、 快

を 求 め て は 「 機 知 に 富 ん だ 人 々 」 を 求 め 、「 命 令 を 実 行 す る の に 長 け た

人 々 」 を 求 め る か ら で あ る が 、 こ れ ら の こ と は 同 一 人 物 に 備 わ る こ と で

は な い （1158a27-33）

ア リ ス ト テ レ ス に よ れ ば こ の よ う な ２ 種 の 友 人 へ の 分 離 は 不 完 全 な 「 友 愛 」 で

あ る 限 り の 「 快 ゆ え の 友 愛 」 と 「 有 益 さ ゆ え の 友 愛 」 に 典 型 的 に 当 て は ま る 事 態

で あ る 。 一 方 で 彼 は 「 優 れ た 人 は 快 適 で あ る と 同 時 に 有 益 で あ る 」（1158a33-34）

と 主 張 す る 。 何 故 な ら 「 優 れ た 人 」 ど う し が お 互 い に 共 通 す る 「 徳 」 を 認 め 合 う

こ と に よ っ て 生 じ る 「 善 ゆ え の 友 愛 」 の 中 で は 当 事 者 た ち は お 互 い に と っ て 「 快

適 な 人 」 で も あ り 「 有 益 な 人 」 で も あ る か ら で あ る 。

（ ５ ）「 善 き 人 々 」 だ け が 「 完 全 な 友 愛 」 を 持 つ （1157a16-20,25-33,1157b １- ５ ）

ア リ ス ト テ レ ス に よ れ ば「 善 ゆ え の 友 愛 」は「 徳 の 点 で 似 た 人 々 ど う し の 友 愛 」

で あ る 。即 ち こ の「 友 愛 」の 当 事 者 た ち は そ の 両 方 が「 善 き 人 」で あ る 。一 方 で 彼 は 、

「 劣 っ た 人 」と「 劣 っ た 人 」、「 優 れ た 人 」と「 劣 っ た 人 」、ど ち ら で も な い ひ と と「 優

れ た 人 」、 ど ち ら で も な い ひ と と 「 劣 っ た 人 」、 と い う 組 み 合 わ せ に お い て も 「 快

楽 」や「 利 益 」を 原 因 と す る「 友 愛 」が 成 立 す る こ と を 認 め て い る（cf.1157a16-18）。

し か し そ の よ う な「 友 愛 」は「 自 分 自 身 」が 原 因 と な っ て 生 じ た「 友 愛 」で は な い 。

「 自 分 自 身 」 が 原 因 と な っ て 「 友 人 ど う し 」 に な る こ と が で き る の は 「 善 き 人 々 」

だ け で あ る （cf.1157a18-19）。「 悪 し き 人 々 」 は な ん ら か の 「 利 益 」 が あ る か ら こ

そ お 互 い の 存 在 を 喜 び 合 う の で あ っ て 相 手 そ れ 自 体 を 喜 ん で い る わ け で は な い 。

お 互 い の 存 在 そ れ 自 体 を 喜 び 合 う こ と が で き る の は 「 善 き 人 々 」 の 場 合 だ け で あ

る 。 そ し て そ の よ う な 「 善 き 人 々 の 間 に 、 善 き 人 々 で あ る 限 り に お い て 成 立 す る

友 愛 （1157a30）」 が 本 当 の 「 友 愛 」 で あ る 。 こ の 点 に 関 し て ア リ ス ト テ レ ス は 次
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の よ う に 述 べ て い る 。

友 愛 は 上 述 の ３ 種 類 に 分 類 さ れ た の で あ る が 、 劣 っ た 人 々 は 快 楽 ゆ え も

し く は 有 益 さ ゆ え に 友 人 ど う し に な る の で あ る 。 そ れ ら の 人 々 は そ の 点

で は 互 い に 似 て い る 。 他 方 で 、 善 き 人 々 は 自 分 た ち 自 身 の ゆ え に 友 人 と

な る 。 つ ま り 自 分 が 善 き 人 々 で あ る と い う 仕 方 で の 友 人 で あ る 。 そ し て

こ の 後 の ほ う の 人 々 が 端 的 な 意 味 で の 友 人 ど う し な の で あ っ て 、 前 の ほ

う の 人 々 は 付 帯 的 な 仕 方 で 、 後 の ほ う の 人 々 と の 類 似 に よ る 友 人 ど う し

な の で あ る 。（1157b １- ５ ）

（ ６ ）「 友 愛 」 に も 「 性 向 」 と 「 活 動 」 の 違 い が あ る （1157b ６-13）

ア リ ス ト テ レ ス に よ れ ば 「 活 動 」 に 基 づ い て 「 善 き 人 」 と 呼 ば れ る こ と も あ り

「 性 向 」 に 基 づ い て そ う 呼 ば れ る こ と も あ る よ う に 、「 一 緒 に 生 活 し て 喜 び を 交 換

し 合 い 善 き 事 柄 を 提 供 し あ う 場 合 」 に 「 友 人 」 と 呼 ば れ る こ と も あ り 「 眠 っ て い

た り 場 所 が 離 れ て い た り し て 活 動 し て い な い け れ ど 友 人 と し て の 活 動 が 可 能 な 状

態 に あ る 場 合 」 に そ う 呼 ば れ る こ と も あ る と い う （cf.1157b-10）。「 場 所 が 離 れ て 」

い る こ と は 「 友 愛 」 を 壊 す の で は な く 「 活 動 」 を 妨 げ る に 過 ぎ な い か ら で あ る 。

し か し そ の 一 方 で 「 不 在 が 長 期 に 及 ぶ こ と 」 は 「 友 愛 」 の 忘 却 を 引 き 起 こ す と も

主 張 す る （cf.1157b12）。 そ し て そ の 場 合 「 友 愛 」 が 壊 さ れ て し ま う 直 接 の 原 因 は

「 言 葉 を 掛 け な い こ と 」（1157b14） で あ る と い う 。

（ ７ ）「一 日 を 共 に 過 ご す こ と」 が 「友 愛」 に ふ さ わ し い （1157b14-24,1158a １-10）

ア リ ス ト テ レ ス は 「 一 日 を 共 に 過 ご す こ と 」 そ し て そ れ を 「 互 い に 喜 ぶ こ と 」

を 最 も 顕 著 な 「 友 愛 」 の 特 徴 で あ る と 考 え て い る （cf.1158a ９-10）。 こ の こ と の

説 明 と し て 彼 は「 友 愛 」が 最 も 成 り 立 ち が た い 人 間 関 係 を 挙 げ て い る 。「 老 人 た ち 」

と 「 気 の 荒 い 人 々 」 の 場 合 の 場 合 が そ れ で あ る 。

老 人 た ち や 気 の 荒 い 人 々 は 友 愛 の 対 象 で は な い と 思 わ れ て い る 。 何 故 な

ら こ れ ら の 人 々 に は 快 を も た ら す 要 因 が わ ず か し か な い の で あ り 、 誰 し

も 苦 痛 を 与 え る 人 や 快 を 与 え て く れ な い 人 と 一 日 を 共 に 過 ご す こ と は で

き な い だ ろ う 。 な ん と い っ て も 自 然 本 性 は 苦 を 避 け 、 快 を 希 求 す る も の

で あ る よ う に 思 わ れ る か ら で あ る 。（1157 ｂ 14-17）

と は 言 え 「 老 人 た ち 」 や 「 気 の 荒 い 人 々 」 で あ っ て も そ れ な り に 互 い の 価 値 を

認 め 合 っ て い る こ と は あ り う る 。 そ の よ う な 人 々 を ア リ ス ト テ レ ス は 「 お 互 い を

受 け 入 れ て は い る け れ ど も 一 日 を 共 に 過 ご す こ と は し な い 人 々 」（1157b18） と

呼 ぶ 。 彼 に よ れ ば こ れ ら の 人 々 は 「 好 意 あ る 人 々 ど う し 」 で は あ っ て も 「 友 人 」
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で は な い 。「 一 日 を 共 に 過 ご す こ と 」 ほ ど に 「 友 人 ど う し 」 に ふ さ わ し い こ と は

な い か ら で あ る （cf.1157b19）。

第４節　「完全な友愛」であるためのさらなる条件

ア リ ス ト テ レ ス は 「 完 全 な 友 愛 」 す な わ ち 「 善 ゆ え の 友 愛 」 で あ る た め の 条 件

と し て さ し あ た り 次 の ４ 点 を 挙 げ て い た （ 本 稿 １ 章 ３ 節 参 照 ）。 す な わ ち そ れ は

① 相 手 の 人 間 性 そ の も の へ の 愛 （ 人 柄 へ の 愛 ） で あ り 、 ② 「 相 手 の た め に 善 を 願

う 」 愛 （ 利 他 的 な 愛 ） で あ り 、 ③ 「 持 続 す る 」 愛 （ 永 続 的 な 愛 ） で あ り 、 ④ 「 友

愛 に 備 わ る べ き 全 て の 事 柄 」 を 含 む 愛 （ 包 括 的 な 愛 ） で な け れ ば な ら な い と い う

こ と で あ る 。 し か し 彼 は ① ～ ④ の 条 件 に 加 え て さ ら に ２ つ の 条 件 を 追 加 し て い る

よ う に 思 わ れ る 。

そ の う ち の １ つ は が 「 均 等 性 」 で あ る （ こ れ を ⑤ と す る ）。 ア リ ス ト テ レ ス は

EN ８ 巻 ６ 章 の 末 尾 近 く で 次 の よ う に 述 べ て い る 。

こ こ ま で の と こ ろ で 論 じ て き た 友 愛 は 均 等 性 の う ち に 成 り 立 っ て い る 。

何 故 な ら 、 友 愛 関 係 に あ る 両 人 か ら 同 じ 事 柄 が 生 じ て 同 じ 事 柄 を 互 い に

望 む か 、 も し く は 例 え ば 快 楽 の か わ り に 利 益 を と い う よ う に 別 種 の 事 柄

を 別 種 の 事 柄 と 交 換 し て い る か ら で あ る 。（1158b １- ３ ）

引 用 文 中 の「 こ こ ま で の と こ ろ で 論 じ て き た 友 愛 」と い う の は「 善 ゆ え の 友 愛 」

「 快 楽 ゆ え の 友 愛 」「 有 益 さ ゆ え の 友 愛 」の 三 種 で あ る 。 ま た 引 用 文 中 ２ 行 目 の「 も

し く は 」 の 前 後 に 示 さ れ て い る 二 つ の 事 態 の う ち 前 者 の 「 同 じ 事 柄 が 生 じ て 同 じ

事 柄 を 互 い に 望 む 」の 方 は「 友 愛 」の 当 事 者 た ち が 互 い に 同 一 の「 善 」「 快 楽 」「 利

益 」 を お 互 い に 望 む と い う 事 態 を 指 し 、 後 者 の 「 別 種 の も の を 別 種 の も の と 交 換

し て い る 」 の 方 は 「 快 楽 」 と 「 利 益 」 に お け る 等 価 交 換 が 成 立 し て い る 事 態 を 指

し て い る 。 ア リ ス ト テ レ ス は こ れ ら の 事 態 を い ず れ も 二 人 の 間 に 「 均 等 性 」 が 成

り 立 っ て い る 例 と し て 説 明 し て い る が こ れ ら の 事 態 の 間 に は 相 違 が あ る 。 既 に 指

摘 し た と お り 、 ア リ ス ト テ レ ス は 「 同 じ 事 柄 」 を 互 い に 望 み あ う 「 機 知 に 富 ん だ

人 々 同 士 」（1157a ６ ） の 間 の 「 友 愛 」 と 、「 別 種 の も の 」 を 互 い に 望 み あ う 「 愛

す る 者 と 愛 さ れ る 者 」 と の 間 の 「 友 愛 」 を 区 別 し て 、 前 者 の 「 友 愛 」 が 「 完 全 な

友 愛 」 に 近 く 「 持 続 性 」 も 高 い の に 対 し て 後 者 の 「 友 愛 」 は そ う で は な い と 主 張

し て い る 。 上 の 引 用 文 の 中 で 彼 が 論 じ て い る 二 つ の 事 態 に お い て も 同 じ こ と が 当

て は ま り 、 前 者 の 事 態 の 方 が 後 者 の 事 態 よ り も す ぐ れ た 「 友 愛 」 で あ る と 考 え る

必 要 が あ る 。 こ の こ と は ア リ ス ト テ レ ス が 上 の 引 用 文 の 直 後 で 後 者 の 事 態 の 方 に

言 及 し つ つ 「 こ れ ら の 友 愛 が 比 較 的 劣 っ て い て 持 続 し な い 」（1148b ４- ５ ） と 述

べ て い る こ と か ら も わ か る だ ろ う 。

アリストテレスにおける「友愛」の諸類型（野津悌）
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以 上 の こ と か ら わ か る よ う に ア リ ス ト テ レ ス が EN ８ 巻 ２ ～ ６ 章 に か け て 論 じ

て き た ３ 種 の 「 友 愛 」 は 、「 同 じ 事 柄 」 の 交 換 で あ れ 、「 別 種 の 事 柄 」 の 交 換 で あ

れ 、 い ず れ に し て も 「 均 等 性 」 基 づ く 「 友 愛 」 で あ っ た 。 こ れ に 対 し て 彼 は 第 ７

章 に お い て こ れ ま で 論 じ て き た「 均 等 性 」に 基 づ く「 友 愛 」と は「 別 の 種 類 の 友 愛 」

の 考 察 に 着 手 す る （cf.1158b11-14）。 そ れ を 彼 は 「 優 越 性 に 即 し た 友 愛 」 と 呼 ん

で い る 。 例 え ば 「 息 子 に 対 す る 父 親 の 友 愛 、総 じ て 年 少 者 に 対 す る 年 長 者 の 友 愛 」

「 女 に 対 す る 男 の 友 愛 」「 あ ら ゆ る 場 合 に お け る 被 支 配 者 に 対 す る 支 配 者 の 友 愛 」

な ど が そ れ に あ た る 。 彼 が こ こ で 、３ 種 の 「 友 愛 」 と い う 区 別 に 加 え て 「 均 等 性 」

と 「 優 越 性 」 と い う 区 別 を 導 入 し た こ と に よ り 「 友 愛 」 の 種 類 が ３ 種 か ら ６ 種 に

な っ た こ と に 注 意 す べ き で あ る 。 す な わ ち「 善 ゆ え の 友 愛 」「 快 楽 ゆ え の 友 愛 」「 有

益 さ ゆ え の 友 愛 」 の う ち 「 均 等 性 」 に 基 づ く も の （ ３ 種 ） と そ れ ら の う ち 「 優 越

性 に 基 づ く も の （ ３ 種 ） の 合 計 ６ 種 で あ る 。 こ の 点 に つ い て 彼 は 『 エ ウ デ モ ス 倫

理 学 』 ７ 巻 ４ 章 の 次 の 一 節 で 明 確 に 述 べ て い る 。

既 に 言 わ れ た よ う に 友 愛 に は ３ 種 類 が あ る 。 徳 に 即 し た 友 愛 、 有 用 性 に

即 し た 友 愛 、 快 楽 に 即 し た 友 愛 で あ る 。 こ れ ら 三 つ の 友 愛 の そ れ ぞ れ は

再 度 二 つ の 種 類 に 分 割 さ れ る 。 す な わ ち 一 方 で 均 等 性 に 即 し た 諸 々 の 友

愛 が あ り 、 他 方 で 優 越 性 に 即 し た 諸 々 の 友 愛 が あ る 。 こ れ ら は ど ち ら と

も 友 愛 で あ る が 、 均 等 性 に 即 し て い る 人 々 だ け が 友 人 で あ る 。 何 故 な ら

ひ と り の 成 人 男 性 が ひ と り の 子 供 と 友 人 で あ る と し た ら 奇 妙 だ か ら で あ

る 。確 か に そ の 男 性 は 愛 し 愛 さ れ は し て い る の で あ る が 。（EE1239a １- ６ ）

ま た こ の 引 用 文 ４ 行 目 の 「 均 等 性 に 即 し て い る 人 々 だ け が 友 人 で あ る 」 か ら 明

ら か な よ う に 「 優 越 性 」 に 基 づ く 諸 々 の 「 友 愛 」 は 本 来 の 「 友 愛 」 で は な い 。 こ

の 点 に つ い て は EN ８ 巻 ７ 章 の 次 の 一 節 も 重 要 な 手 が か り と な る 。

優 越 性 に 即 し た 全 て の 友 愛 に お い て は 、 友 愛 の 働 き も ま た 比 例 的 に 生 じ

る の で な け れ ば な ら な い 。 例 え ば 、 い っ そ う 優 れ た 者 は 、 自 分 が 愛 す る

以 上 に 相 手 か ら 愛 さ れ な け れ ば な ら な い 。 ま た い っ そ う 有 益 な 者 も そ う

で あ り 、 そ の 他 の 場 合 に お い て も そ う で な け れ ば な ら な い 。 何 故 な ら 、

価 値 に 応 じ て 友 愛 の 働 き が 生 じ る 場 合 に は 、 何 ら か 仕 方 で 均 等 が 生 じ る

の で あ り 、 そ の よ う な こ と は 友 愛 に ふ さ わ し い こ と で あ る と 思 わ れ る か

ら で あ る （1158b24-28）

こ こ で 彼 は 「 友 愛 」 の 当 事 者 の あ い だ に 「 徳 」 や 「 有 益 さ 」 と い う 点 で 優 劣 が

存 在 す る 場 合 に 「 均 等 」 を 生 じ さ せ る 方 法 に つ い て 述 べ て い る 。 こ の 方 法 は 、 例
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え ば あ る 人 が 自 分 よ り ２ 倍 優 れ て い る よ う な 相 手 、 あ る い は ２ 倍 有 益 な 相 手 と の

「 友 愛 」 を 取 り 結 ぶ 場 合 、 そ の 相 手 を ２ 倍 愛 し な さ い と い う 教 え で あ る 。 彼 に よ

れ ば こ の 方 法 で 「 優 越 性 」 に 即 し て の 「 友 愛 」 に も ま た 「 何 ら か の 仕 方 で 均 等 が

生 じ る 」 と さ れ て い る 。 し か し こ の 方 法 で 実 現 さ れ た 「 均 等 」 は 「 友 愛 」 に と っ

て 本 来 的 な「 均 等 」で は な い 。 そ の よ う な「 均 等 」は「 正 義 」を 特 徴 づ け る「 均 等 」

で あ っ て も 「 友 愛 」 を 特 徴 づ け る 「 均 等 」 で は な い と ア リ ス ト テ レ ス は 考 え て い

る（cf.1158b29-33）。 従 っ て 上 述 の 方 法 に よ っ て「 均 等 」を 生 み 出 し た と し て も「 優

越 性 」 に 即 し た 「 友 愛 」 が 本 来 の 「 友 愛 」 に な る こ と は な い 。 要 す る に 「 優 越 性 」

に 基 づ く 「 友 愛 」 は 「 完 全 な 友 愛 」 に は な り え な い と い う こ と で あ る 。 以 上 の 理

由 か ら「 完 全 な 友 愛 」の 成 立 要 件 と し て 前 述 の ① ～ ④ の 条 件 に 加 え て さ ら に ⑤「 均

等 性 」（ 均 等 な 人 々 ど う し の 愛 で あ る こ と ） が 加 わ る こ と に な る 。

次 に「 友 愛 」が 完 全 で あ る た め の も う ひ と つ の 条 件 と し て ア リ ス ト テ レ ス は「 愛

す る こ と の う ち に あ る こ と 」（ 能 動 的 な 愛 ） と い う 点 を 挙 げ て い る （ こ れ を ⑥ と

す る ）。 彼 に よ れ ば 世 の 多 く の 人 々 は 「 名 誉 欲 」 が 原 因 と な っ て 「 愛 す る こ と よ

り も 愛 さ れ る こ と 」 を 望 ん で い る （1159a13）。 な る ほ ど 彼 は 「 愛 さ れ る こ と 」 の

喜 び を 軽 視 し て い る わ け で は な い 。 彼 に よ れ ば 「 愛 さ れ る こ と 」 は 「 尊 重 さ れ る

こ と 」 よ り も 喜 び の 対 象 と し て 優 れ て い る と い う （cf.1159a25-26）。 何 故 な ら 人 々

が「 尊 重 さ れ る こ と 」を 喜 ぶ と き に は そ の こ と 自 体 を 喜 ん で い る わ け で は な く「 よ

い 目 に あ う こ と の し る し 」（1159a21） と し て 喜 ん で い る の に 対 し て 「 愛 さ れ る こ

と 」を 喜 ぶ と き に は そ れ を「 そ れ 自 体 と し て（1159a25）」喜 ん で い る か ら で あ る 。

こ の よ う に 彼 は 「 愛 さ れ る こ と 」 を 高 く 評 価 し な が ら も 、 そ れ で も な お 、「 友 愛 」

の 本 質 は「 愛 さ れ る こ と 」で は な く「 愛 す る こ と 」の う ち に あ る の だ と 主 張 す る 。

こ の 点 に つ い て 彼 は 次 の よ う に 述 べ て い る 。

友 愛 は 愛 さ れ る こ と の う ち に で は な く む し ろ 愛 す る こ と の う ち に あ る よ

う に 思 わ れ る 。 愛 す る こ と を 喜 ぶ 母 親 た ち が そ の し る し で あ る 。 実 際 、

母 親 た ち の う ち に は 自 分 の 子 ど も を 養 子 に 出 し て い る 者 た ち が い る が 、

彼 女 た ち は 母 子 関 係 を 知 っ て い る の で わ が 子 を 愛 し て い る わ け で あ る

が 、 愛 し 愛 さ れ る こ と の 両 方 の 実 現 が 不 可 能 で あ る 場 合 に は 愛 さ れ る こ

と を 求 め な い の で あ り 、 そ れ ど こ ろ か わ が 子 が 元 気 で い る の を 見 れ ば 彼

女 た ち に と っ て は そ れ で 十 分 で あ る よ う に 思 わ れ る 。 ま た 彼 女 た ち は 、

た と え わ が 子 が 母 子 関 係 の 無 知 ゆ え に 母 親 に 与 え る べ き も の を 何 一 つ 与

え な い と し て も わ が 子 を 愛 す る の で あ る 。（1159b27-33）

こ こ で 注 意 す べ き は 母 親 の 子 に 対 す る 愛 が 能 動 的 な 愛 の 特 徴 を 示 し て い る か ら

と い っ て そ れ が「 完 全 な 友 愛 」の 事 例 と な っ て い る わ け で は な い と い う 点 で あ る 。

アリストテレスにおける「友愛」の諸類型（野津悌）
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母 子 関 係 は 「 均 等 」 な 関 係 で は な い か ら で あ る 。 の み な ら ず 、 こ の 例 に お け る 母

親 の 愛 は 相 手 に 気 づ か れ て い な い し 「 愛 し 返 し 」 が 存 在 し な い 。 そ の 意 味 で は こ

の 例 に お け る 母 の 愛 そ れ 自 体 は 「 友 愛 」 の 事 例 で は な い 。 ア リ ス ト テ レ ス が こ こ

で 言 い た い の は 、 こ の 例 の 中 に 見 ら れ る よ う な 純 粋 か つ 能 動 的 な 愛 が 「 完 全 な 友

愛 」 が 成 立 す る た め に 必 要 な 条 件 で あ る と い う こ と で あ る 。 こ の こ と を ア リ ス ト

テ レ ス は 次 の よ う に も 述 べ て い る 。

友 愛 は ど ち ら か と 言 え ば 愛 す る こ と の う ち に あ り 友 を 愛 す る 人 び と が 称

賛 の 対 象 と な る わ け で あ る か ら 、 友 の 徳 と は 愛 す る こ と で あ る よ う に 思

わ れ る 。（1159a33-35）

さ て 以 上 の よ う に 、 ⑤ 「 均 等 性 」 と ⑥ 「 愛 す る こ と の う ち に あ る こ と 」 も ま た

ア リ ス ト テ レ ス が 考 え る 「 完 全 な 友 愛 」 の 条 件 で あ る こ と が 明 ら か で あ る 。 こ れ

ら の ⑤ と ⑥ の 条 件 を 本 稿 １ 章 ３ 節 で 明 ら か に し た ① ～ ④ の 条 件 に 加 え る と 「 完 全

な 友 愛 」 で あ る た め の 条 件 は さ ら に 厳 し い も の と な る 。 ま さ に 彼 が 言 う 通 り 「 完

全 な 友 愛 」 は 「 稀 な も の （1156b24）」 で あ る と 言 わ ざ る を え な い 。

こ こ ま で の と こ ろ で 主 に EN ８ 巻 １ ～ ８ 章 に お け る 「 友 愛 」 の 三 類 型 （「 善 ゆ え

の 友 愛 」「 有 益 さ ゆ え の 友 愛 」「 快 楽 ゆ え の 友 愛 」） の 特 徴 を 論 じ た 。 次 に EN ８

巻 ９ ～ 12 章 に お け る 「 友 愛 」 の 類 型 論 に つ い て 考 察 す る 。

第２章　「友愛」の諸類型：「友愛」はどこにあるのか

第１節　「友愛」と「正義」

ア リ ス ト テ レ ス は EN ８ 巻 第 ９ 章 で の 冒 頭 で 次 の よ う に 述 べ て い る 。

既 に 述 べ た よ う に 友 愛 と 正 義 は 同 一 の 事 柄 に 関 係 し 同 じ 人 々 の う ち に あ

る よ う に 思 わ れ る 。 あ り と あ ら ゆ る 共 同 体 の う ち に 正 義 と 友 愛 が あ る よ

う に 思 え る か ら で あ る 。 実 際 人 々 は 、 船 乗 り た ち を 友 人 で あ る か の よ う

に 呼 び 、 兵 士 た ち を 友 人 で あ る か の よ う に 呼 ぶ の で あ り 、 そ の 他 の 共 同

体 に お け る 人 々 も ま た 同 じ よ う に 呼 ぶ の で あ る 。 人 々 が 共 同 す る と き そ

の 限 り に お い て 友 愛 が 存 在 す る 。 何 故 な ら そ こ に 正 義 が 存 在 す る か ら で

あ る 。（1159b25-31）

ア リ ス ト テ レ ス に よ れ ば 「 友 愛 」 と 「 正 義 」 は 「 同 じ 人 々 の う ち に 」 あ る 。 そ

れ ゆ え 「 正 義 」 が あ る と こ ろ に は 「 友 愛 」 も あ る 。 あ ら ゆ る 「 共 同 体 」 に お い て

そ こ に 「 正 義 」 が あ る 限 り そ こ に は 「 友 愛 」 も ま た あ る 。 そ の こ と は 例 え ば 「 船
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乗 り た ち 」「 兵 士 た ち 」と い っ た「 共 同 体 」に も 当 て は ま る し 、そ の 他 の「 共 同 体 」

に も 当 て は ま る 。

様 々 な 「 共 同 体 」 の う ち に 生 ず る 「 友 愛 」 の あ り 方 や 「 正 義 」 の あ り 方 は 一 様

で は な い 。 ア リ ス ト テ レ ス は 「 友 愛 」 に 関 し て 「 友 人 た ち の も の は 共 同 の も の 」

（1159a31）と い う 諺 を 正 し い と し つ つ も 、「 共 同 体 」の 違 い に 応 じ て「 友 愛 」や「 正

義 」 に 程 度 の 差 が 生 じ る と 考 え て い る 。 彼 は 「 友 愛 」 に つ い て 次 の よ う に 述 べ て

い る 。

兄 弟 や 仲 間 の 間 で は 全 て の も の が 共 同 で あ る が 、 そ の 他 の 人 々 の 間 で は

限 定 さ れ た も の だ け が 共 同 で あ る 。 共 同 の も の が 比 較 的 多 い 場 合 も あ れ

ば 、 比 較 的 少 な い 場 合 も あ る 。 実 際 、 友 愛 の う ち に は 程 度 の 高 い も の も

あ れ ば 程 度 の 低 い も の も あ る か ら で あ る （1159a32-35）

一 方 で 「 共 同 体 」 の あ り 方 が 異 な る の に 応 じ て 「 正 義 」 の あ り 方 も ま た 異 な っ

て く る 。 例 え ば 、「 子 ど も に 対 す る 親 の 正 義 」「 兄 弟 の お 互 い に 対 す る 正 義 」「 仲

間 同 士 の お 互 い に 対 す る 正 義 」「 市 民 同 士 の お 互 い に 対 す る 正 義 」 は 同 じ で は な

い （cf. 1159a35-1160a ３ ）。 こ の よ う に 様 々 な 「 共 同 体 」 に お け る 「 友 愛 」 の あ り

方 と「 正 義 」の あ り 方 は 互 い に 無 関 係 で は な い 。 例 え ば「 仲 間 か ら 金 を 奪 う こ と 」

は 市 民 に 同 じ こ と を す る よ り も 「 不 正 」 で あ り 、「 兄 弟 を 助 け な い こ と 」 は 異 国

民 を 助 け な い こ と 以 上 に 、「 父 親 を 殴 る こ と 」 は 他 の 誰 か を 殴 る よ り も 「 不 正 」

で あ る （cf. 1160a ３- ７ ）。 こ の よ う に 「 友 愛 」 の 程 度 が 大 き い 「 共 同 体 」 に お い

て は 「 不 正 」 の 程 度 も 増 大 す る 。 ア リ ス ト テ レ ス に よ れ ば 「 友 愛 が 増 大 す る の と

同 時 に 正 義 も ま た 増 大 す る の が 自 然 」 だ か ら で あ る 。 何 故 な ら 「 友 愛 と 正 義 は 同

じ 人 々 の う ち に 生 じ そ の 広 が り を 同 じ く し て い る か ら 」で あ る（cf. 1160a ７- ８ ）。

以 上 の よ う に 現 実 世 界 に は 様 々 な 「 共 同 体 」 が 存 在 し 、 そ れ ぞ れ の 「 共 同 体 」

の 性 質 に 応 じ た 様 々 な 「 友 愛 」 が 存 在 す る 。 そ れ ゆ え 現 実 世 界 の う ち に 「 友 愛 」

の 諸 類 型 を 見 出 す た め に は 「 共 同 体 」 の 諸 類 型 に つ い て の 考 察 が 必 要 と な る 。 そ

の よ う な ア リ ス ト テ レ ス の 考 察 を EN ８ 巻 10 ～ 12 章 に 見 る こ と が で き る 。 以 下 、

彼 の 考 察 の 要 点 を 取 り 出 し て み よ う 。

第２節　「国制」の諸類型を手がかりとした「共同体」の分類

は じ め に ア リ ス ト テ レ ス は 、 あ り と あ ら ゆ る 「 共 同 体 」 を そ の 部 分 と し て 包

括 す る 「 共 同 体 」、 す な わ ち 「 国 制 （ ポ リ ス 的 共 同 体 ）」 の 分 類 に 着 手 す る （cf. 

1160a ８-11）。 彼 に よ れ ば 「 国 制 」 に は 「 王 制 」「 貴 族 制 」「 財 産 評 価 制 」 の ３ 種

が あ り 、 そ れ ら の 「 堕 落 形 態 」 が ３ 種 あ る （cf.1160a31-36）。「 王 制 」 の 「 堕 落 形

態 」 は 「 僭 主 制 」 で あ る 。 両 者 は 「 単 独 者 支 配 」 と い う 点 で 似 て い る が 、「 王 制 」

アリストテレスにおける「友愛」の諸類型（野津悌）
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に お い て は 王 が 被 支 配 者 の 利 益 を 考 え る の に 対 し て 「 僭 主 制 」 に お い て 僭 主 は 自

分 の 利 益 を 考 え る と い う 点 で 異 な る （cf.1160b １- ２ ）。 ま た 「 貴 族 制 」 の 「 堕 落

形 態 」 は 「 寡 頭 制 」 で あ る 。 こ の 両 者 は 支 配 者 が 単 独 で は な く 「 少 数 の 人 々 」 で

あ る 点 で 似 て い る が 、「 貴 族 制 」 が 「 最 も 宜 し き 人 々 」 に よ る 政 体 で あ る の に 対

し て 「 寡 頭 制 」 は 「 悪 し き 人 々 」 に よ る 政 体 で あ る 点 で 同 じ で は な い 。「 貴 族 制 」

の 支 配 者 た ち が 有 徳 な 人 で あ る の に 対 し て 、「 寡 頭 制 」 の 支 配 者 た ち は 徳 を 欠 き

「 す べ て の 善 き 事 柄 な い し そ の 大 部 分 を 自 分 自 身 に 分 配 す る 」（1160b14） 悪 し き

性 向 を 持 っ て い る と い う こ と で あ る 。 そ し て「 財 産 評 価 制 」の「 堕 落 形 態 」が「 民

主 制 」 で あ る 。 こ の 両 者 は 支 配 者 が 単 独 で も 少 数 で も な く 「 多 数 者 」（1160 ｂ 18 

） で あ る 点 で 似 て い る が 、「 財 産 評 価 制 」 の 場 合 は 「 一 定 の 課 税 対 象 財 産 を 持 つ

全 て の 人 々 」（1160 ｂ 19 ） だ け が 均 等 で あ る の に 対 し 「 民 主 制 」 の 場 合 に は 全

市 民 が 均 等 で あ る と い う 点 で 異 な っ て い る 。 ア リ ス ト テ レ ス に よ れ ば ３ 種 の 「 逸

脱 形 態 」 は い ず れ も 劣 悪 な も の で あ る 。 し か し ３ 種 の 「 逸 脱 形 態 」 の 中 で 「 民 主

制 」 に お い て は そ の 劣 悪 さ の 程 度 が 最 も 低 い 。 何 故 な ら 「 民 主 制 」 は 「 財 産 評 価

制 」 と 比 べ た と き 「 国 制 の 姿 が わ ず か に 逸 脱 し た に 過 ぎ な い か ら 」（1160 ｂ 19-

20） で あ る 。

次 に ア リ ス ト テ レ ス は 以 上 の ６ 種 の 「 国 制 」 の 「 似 姿 」 を 「 ひ な 型 paradeigma」

と し て 使 用 す る こ と に よ り 「 家 」 の 中 に あ る ６ つ の 「 共 同 体 」 に つ い て の 分 析 に

着 手 す る （cf. 1160b22-24）。 そ の ６ つ と は 「 王 制 」 に 似 た 父 と 子 の 関 係 、「 貴 族 制 」

に 似 た 夫 婦 関 係 、「 財 産 評 価 制 」 に 似 た 兄 弟 関 係 、お よ び そ れ ら ３ つ の 「 堕 落 形 態 」

で あ る 。 父 親 と 息 子 た ち の 共 同 体 は 「 王 制 」 と 同 形 で あ る 。 父 親 は 単 独 の 支 配 者

で あ り か つ 「 父 親 は 子 ど も た ち の こ と を 気 遣 う 」（1160 ｂ 25） か ら で あ る 。 こ れ

に 対 し て ペ ル シ ア で は 父 親 の 支 配 が 「 寡 頭 制 」 へ と 堕 し て い る 。 ペ ル シ ア の 父 親

は 単 独 支 配 者 で あ り か つ 「 息 子 た ち を 奴 隷 と し て 使 っ て い る か ら 」（1160 ｂ 28）

で あ る 。 ま た 夫 と 妻 の 関 係 は 「 貴 族 制 」 と 同 形 で あ る 。 夫 婦 に あ っ て は 単 独 支 配

は 成 り 立 た ず 「 男 は 自 ら の 価 値 に 即 し て 男 が な す べ き 事 柄 に 関 し て は 支 配 し 、 女

に 適 合 し た 仕 事 は 女 に 配 分 す る 」（1160 ｂ 33-34） か ら で あ る 。 他 方 で 「 男 が 全

て を 取 り 仕 切 っ た り （1160b35）」「 女 相 続 人 た ち が 支 配 者 に な っ た り （1161a １ ）」

す る こ と が あ り う る 。 こ の 場 合 に も は や 「 徳 に 即 し て の 」（1162a） 支 配 が 行 わ れ

な く な り 、 夫 婦 関 係 は 「 寡 頭 制 」 へ と 変 質 す る 。 ま た 兄 弟 た ち の 共 同 体 は 「 財 産

評 価 制 」 に 似 て い る 。「 財 産 評 価 制 」 に お け る 支 配 者 の 条 件 が 「 一 定 の 課 税 対 象

財 産 を 持 つ 」（1160 ｂ 19 ） と い う 比 較 的 軽 微 な 事 柄 で あ る の と 同 じ く 、 兄 弟 の

あ い だ で の 支 配 権 を 持 つ た め の 条 件 が 「 年 齢 の 違 い 」（1161a ４- ５ ） と い う こ れ

ま た 比 較 的 軽 微 な 事 柄 だ か ら で あ る 。 要 す る に 「 財 産 評 価 制 」 と 兄 弟 関 係 に お い

て は 支 配 者 と 被 支 配 者 の 間 に も と も と 大 き な 相 違 が な い と い う こ と で あ る 。 こ の

こ と は ア リ ス ト テ レ ス が 「 兄 弟 た ち の 年 齢 に 大 き な 差 が あ る 場 合 に は 友 愛 は も は
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や 兄 弟 的 な も の に は な ら な い 」（1161a ５- ６ ） と 述 べ て い る こ と か ら も 明 ら か で

あ る 。 ま た 既 に 述 べ た 「 財 産 評 価 制 」 が 「 民 主 制 」 へ と 堕 落 し た 場 合 で も そ の 劣

悪 さ の 度 合 い は 比 較 的 軽 微 で あ る と い う の と 同 じ 事 情 が「 兄 弟 」関 係 が「 民 主 制 」

に 似 た 形 へ と 堕 落 し た 場 合 （ 弟 が 兄 と 均 等 で あ る こ と を 主 張 し た 場 合 ） に も 当 て

は ま る と い う こ と に も な る 。

以 上 の よ う に ア リ ス ト テ レ ス は ６ 種 の「 国 制 」の「 似 姿 」を 手 が か り と し て「 家 」

を 構 成 す る ６ 種 の 「 共 同 体 」 を 明 る み に 出 し た 。 こ う し て 彼 は さ し あ た り こ の 考

察 を 通 じ て 、 現 実 世 界 の う ち に 存 在 す る 合 計 12 種 の 「 共 同 体 」 の 類 型 を 取 り 出

し え た こ と に な る 。 で は こ れ ら 諸 々 の 「 共 同 体 」 の う ち に 存 在 す る 「 友 愛 」 は ど

の よ う な も の で あ ろ う か 。 こ の 点 に つ い て 彼 は 次 の よ う に 述 べ て い る 。

こ れ ら の 個 々 の 国 制 に 応 じ て 、 そ こ に 正 義 が 生 じ る の と 同 じ 程 度 に 、 友

愛 も ま た 生 じ る の で あ る 。（1161a10-11）

ア リ ス ト テ レ ス に よ れ ば 「 最 も 優 れ た 国 制 」（1160a35） は 「 王 制 」 で あ り 、 逆

に 「 最 も 劣 っ た 国 制 」（1160a35） は 「 僭 主 制 」 で あ る 。 支 配 者 の 「 徳 」 の 高 さ が

担 保 さ れ る な ら ば 支 配 者 の 数 は 少 な い ほ ど よ く 、 支 配 者 の 「 悪 徳 」 を 容 認 せ ざ る

を 得 な い と し た ら 支 配 者 の 数 は 多 い ほ ど ま し で あ る と い う 原 則 が ア リ ス ト テ レ ス

の 考 え 方 の 根 底 に あ る 。 そ う す る と ６ 種 の 「 国 制 」 に お け る 「 正 義 」 の 実 現 の 程

度 は 、そ の 程 度 が 高 い 順 に 「 王 制 」「 貴 族 制 」「 財 産 評 価 制 」 と な り 、そ れ ら の 「 堕

落 形 態 」 の う ち で は （ 比 較 的 ま し な 順 に ）「 民 主 制 」「 寡 頭 制 」「 僭 主 制 」 と な る 。

そ し て こ の 順 位 は 「 国 制 」 の 中 で 実 現 さ れ る 「 友 愛 」 の 程 度 の 順 位 で も あ る こ と

に な る 。 彼 は ８ 巻 11 章 で 次 の よ う に 述 べ て い る か ら で あ る 。

諸 々 の 逸 脱 形 態 に お い て は 、 正 義 が 少 な く な る と 友 愛 も ま た 少 な く な

り 、 最 も 劣 っ た 逸 脱 形 態 に お い て は 最 も 少 な く な る 。 実 際 、 僭 主 制 の も

と で は 友 愛 は 皆 無 で あ る か 僅 か で あ る （1161a30-32）

６ 種 の「 国 制 」に お け る「 友 愛 」の 大 き さ が 以 上 の よ う な も の で あ る と し た ら 、

こ れ ら の 「 国 制 」 に 類 比 的 な 「 家 」 の 中 の ６ 種 の 「 共 同 体 」 に お け る 「 友 愛 」 の

大 き さ に つ い て も 同 様 の こ と が 言 え る は ず で あ る 。 す な わ ち そ こ に 成 り 立 つ 「 友

愛 」 は 、そ の 程 度 が 大 き い 順 に 、父 と 息 子 関 係 、夫 婦 関 係 、兄 弟 関 係 、そ れ ら の 「 堕

落 形 態 」 の う ち で は （ 比 較 的 ま し な 順 に ） 堕 落 し た 兄 弟 関 係 、堕 落 し た 夫 婦 関 係 、

堕 落 し た 父 と 息 子 関 係 、 で あ る こ と に な る 。 た だ し 注 意 し な け れ ば な ら な い の は

「 友 愛 」 の 程 度 の 大 き さ が 「 友 愛 」 の 真 正 さ （「 友 愛 」 の 完 全 性 ） を 意 味 す る わ け

で は な い と い う こ と で あ る 。ア リ ス ト テ レ ス に よ れ ば「 王 の 民 に 対 す る 友 愛 」や「 父

アリストテレスにおける「友愛」の諸類型（野津悌）
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親 的 な 友 愛 」 の 本 質 は 「 施 善 の 超 過 」（1161a12） の う ち に あ る と い う 。 す な わ ち

王 が 民 に 施 す 善 の 大 き さ 、 父 が 子 ど も た ち に 施 す 善 の 大 き さ は 圧 倒 的 で あ り 、 民

や 子 ど も た ち は そ れ に 見 合 う 善 を 返 す こ と が で き な い と い う こ と で あ る 。 そ れ ゆ

え こ の 場 合 王 や 親 た ち は 民 や 子 ど も た ち か ら「 尊 敬 さ れ る 」（1161a20）こ と に よ っ

て 埋 め 合 わ せ を 受 け な け れ ば な ら な い 。 こ の よ う に 王 と 民 の 間 の 友 愛 、 父 と 子 の

間 の 友 愛 に は 「 均 等 性 」 が 欠 け て い る 。 そ れ ゆ え に 、 い か に そ れ ら が 程 度 の 大 き

な 「 友 愛 」 あ る と し て も 「 完 全 な 友 愛 」 の 条 件 を 満 た さ な い 。 こ の よ う に 考 え る

と 「 兄 弟 間 の 友 愛 」（1161a25） の ほ う が 「 完 全 な 友 愛 」 に 近 い と い う こ と に も な

る 。 何 故 な ら 兄 弟 は 「 対 等 で 同 年 代 」（1161a26） だ か ら で あ る 。

第３節　「ホモロギア（同意）」の有無に着目した「共同体」の分類

上 述 の よ う に ア リ ス ト テ レ ス は ６ 種 の 「 国 制 」 を 区 別 し 、 そ れ に 類 比 的 な ６ 種

の 「 共 同 体 」 を 「 家 」 の 中 に 見 出 し た 。 こ う し て 彼 は EN ８ 巻 10 ～ 11 章 に お け

る 考 察 の 中 で 「 友 愛 」 が 生 じ る 場 と な る 「 共 同 体 」 の 12 の 類 型 を 取 り 出 し た こ

と に な る 。 た だ し こ れ ら の 12 の 類 型 は「 友 愛 」が 生 じ る 場 と な る 多 種 多 様 な「 共

同 体 」 の 一 部 分 に す ぎ な い 。 EN ８ 巻 12 章 を 読 め ば 明 ら か な よ う に 彼 は さ ら に 多

種 多 様 な 「 共 同 体 」 の 諸 類 型 の 区 別 を 認 め 、 そ れ ぞ れ に 生 じ る 特 徴 的 な 「 友 愛 」

の 諸 類 型 の 存 在 を 認 め て い る 。 EN ８ 巻 12 章 で 彼 は 次 の よ う に 述 べ て い る 。

既 に 述 べ た よ う に す べ て の 友 愛 は 共 同 体 の う ち に あ る 。 人 は 、 親 族 的 友

愛 な ら び に 仲 間 的 友 愛 を 切 り 離 し て 考 え る こ と が で き る だ ろ う 。 そ の 一

方 で 、 市 民 的 友 愛 、 部 族 的 友 愛 、 船 乗 り 仲 間 の 友 愛 お よ び そ の 他 そ の よ

う な 友 愛 は 、 い っ そ う 共 同 体 的 な 性 質 を 持 っ て い る よ う に 思 わ れ る 。 何

故 な ら こ れ ら の 友 愛 は 何 ら か の 同 意 に 基 づ い て い る よ う に 思 わ れ る か ら

で あ る 。 こ れ ら の 友 愛 の う ち に は 外 国 人 と の 間 の 友 愛 も ま た 含 め る こ と

が で き る だ ろ う （1161b11-16）

こ こ で 彼 は 「 友 愛 」 が 生 じ る 場 と な る 「 共 同 体 」 の ６ 類 型 を 列 挙 し 、 そ れ ぞ れ

の 「 共 同 体 」 に 特 徴 的 に 生 じ る 「 友 愛 」 の ６ 類 型 を 区 別 し て い る 。 そ れ が 「 親 族

的 友 愛 」「 仲 間 的 友 愛 」「 市 民 的 友 愛 」「 部 族 的 友 愛 」「 船 乗 り 仲 間 の 友 愛 お よ び そ

の 他 そ の よ う な 友 愛 」「 外 国 人 と の 間 の 友 愛 」 で あ る 。 EN ８ 巻 10 ～ 11 章 に 登 場

し た 「 共 同 体 」 の 12 類 型 を こ の 一 層 包 括 的 な 分 類 方 式 に 対 応 さ せ る な ら ば 、 ６

種 の 「 国 制 」 に 生 じ る ６ 種 「 友 愛 」 が 「 市 民 的 友 愛 」 の 一 部 で あ り 、「 家 」 の 中

の ６ 種 の 「 共 同 体 」 に 生 じ る ６ 種 の 「 友 愛 」 が 「 親 族 的 友 愛 」 の 一 部 で あ る こ と

は 明 ら か で あ る 。

ま た こ こ で 注 目 す べ き は こ の 一 層 包 括 的 な ６ 類 型 の う ち 「 親 族 的 友 愛 」「 仲 間
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的 友 愛 」の ２ つ が「 同 意 」を 必 要 と し な い の に 対 し 、「 市 民 的 友 愛 」「 部 族 的 友 愛 」「 船

乗 り 仲 間 の 友 愛 お よ び そ の 他 そ の よ う な 友 愛 」「 外 国 人 と の 間 の 友 愛 」の ４ つ が「 同

意 」 を 必 要 と す る と さ れ て い る 点 で あ る 。

「 親 族 的 友 愛 」 の う ち 親 子 間 の 友 愛 と 兄 弟 間 の 友 愛 が 「 同 意 」 を 必 要 と し な い

こ と は 容 易 に 理 解 で き る 。 ア リ ス ト テ レ ス に よ れ ば 両 親 が 子 ど も を 愛 す る の は 子

ど も を 「 自 ら の 一 部 分 」 と み な す か ら で あ り 、 子 ど も た ち が 両 親 を 愛 す る の は 両

親 を 「 自 分 の 原 因 」 と み な す か ら で あ る と い う （cf.1161b18-19）。 ま た 兄 弟 は 「 同

じ 両 親 か ら 生 ま れ た こ と 」（1161b30-31） 並 び に 「 共 に 養 育 さ れ る こ と な ら び に

年 齢 が 近 い こ と 」（1161b34） に よ り 互 い に 愛 し 合 う の だ と さ れ る 。 こ れ ら の 「 友

愛 」 の 原 因 が 血 の つ な が り 、 慣 れ 親 し み 、 年 齢 で あ っ て 「 同 意 」 で は な い こ と は

明 ら か で あ る 。 他 方 で 、 夫 婦 間 の 友 愛 に つ い て そ れ が 「 同 意 」 に 基 づ い て い な い

と い う の は 少 々 理 解 し づ ら い 。 し か し こ の 点 に つ い て ア リ ス ト テ レ ス は 次 の よ う

に 述 べ て い る 。

夫 と 妻 と の 間 に は 自 然 本 性 に 即 し た 友 愛 が あ る よ う に 思 わ れ る 。 何 故 な

ら 人 間 は 自 然 本 性 上 、 国 家 を な す 者 で あ る 以 上 に つ が い を な す 者 だ か ら

で あ る 。 そ れ と い う の も 家 は 国 家 に 先 だ ち 必 要 性 の 高 い も の で あ る し 、

子 を な す こ と の ほ う が 生 き 物 た ち に と っ て い っ そ う 共 通 に 当 て は ま る こ

と だ か ら で あ る （1162a16-19）

要 す る に ア リ ス ト テ レ ス に よ れ ば 夫 と 妻 の 友 愛 の 原 因 は 子 を な そ う と す る 「 自

然 本 性 」 な の で あ り 、 国 家 を 形 成 す る 原 理 と し て の 「 同 意 」 以 前 の も の で あ る こ

と が わ か る 。 そ の 意 味 で 夫 と 妻 も ま た 血 の つ な が り が な い に も か か わ ら ず「 親 族 」

で あ り そ こ に 形 成 さ れ る「 友 愛 」の 本 質 は「 親 族 的 友 愛 」で あ る こ と に な る 。「 仲

間 的 友 愛 」 が 成 立 す る 原 因 に つ い て は こ の 種 の 「 友 愛 」 と 兄 弟 間 の 「 友 愛 」 の 類

似 性 か ら 理 解 し う る 。 ア リ ス ト テ レ ス は 兄 弟 間 の 「 友 愛 」 を 引 き 起 こ す 原 因 と し

て 血 の つ な が り と 「 共 に 養 育 さ れ る こ と な ら び に 年 齢 が 近 い こ と 」 の ２ 点 を 挙 げ

て い る 。 そ し て 彼 は 後 者 の 点 を 踏 ま え て 「 そ れ ゆ え に ま た 兄 弟 的 友 愛 は 仲 間 的 友

愛 に 似 て い る 」（1161b35） と 述 べ て い る 。 こ の こ と か ら 「 仲 間 的 友 愛 」 が 成 立 す

る 原 因 も ま た 慣 れ 親 し み と 年 齢 で あ っ て 「 同 意 」 で は な い と ア リ ス ト テ レ ス が 考

え て い た こ と が わ か る 。

ま た「 同 意 」が 必 要 で あ る と さ れ て い る ４ 種 の「 友 愛 」す な わ ち「 市 民 的 友 愛 」

「 部 族 的 友 愛 」「 船 乗 り 仲 間 の 友 愛 お よ び そ の 他 そ の よ う な 友 愛 」「 外 国 人 と の 間

の 友 愛 」 に 関 し て は 、 こ れ ら の う ち の 後 ２ 者 に 「 同 意 」 が 必 要 で あ る と い う 点 は

容 易 に 理 解 し う る 。「 船 乗 り 」に な る か ど う か 、ど の「 外 国 人 」と 交 際 す る か を 人 々

は 自 ら 選 択 す る こ と が で き る か ら で あ る 。 一 方 で ど の 国 の 「 市 民 」 に な る か 、 ど
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の 「 部 族 」 に 所 属 す る か 、 に つ い て そ こ に 「 同 意 」 が 必 要 で あ る と い う 点 に つ い

て は ア リ ス ト テ レ ス の 説 明 が な く 少 々 わ か り に く い 。 し か し こ の 点 に つ い て は 彼

の 師 で あ る プ ラ ト ン の 対 話 篇 『 ク リ ト ン 』（51d-e） で 擬 人 化 さ れ た 法 律 が 獄 中 の

ソ ク ラ テ ス に 向 け て 語 る 、 成 人 に な っ て か ら も 自 国 に と ど ま る と い う 行 為 が 「 同

意 」 の 証 で あ る 、 と い う 主 張 か ら の 類 推 で ア リ ス ト テ レ ス の 意 図 を 推 し 量 る こ と

が で き る よ う に 思 わ れ る 。

結論

以 上 、 本 稿 第 １ 章 で 、 EN ８ 巻 ２ ～ ８ 章 に お け る 「 友 愛 」 の 類 型 論 が 「 友 愛 」

の 目 的 （「 善 」「 有 益 さ 」「 快 楽 」） の 違 い を 分 類 原 理 と す る 考 察 で あ る こ と 、 そ し

て そ の 考 察 が 「 完 全 な 友 愛 」 と そ の 他 の 「 友 愛 」 の 区 別 を 狙 い と す る も の で あ る

こ と が 明 ら か と な っ た （ 以 下 こ れ を 類 型 論 A と 呼 ぶ ）。 他 方 、 本 稿 第 ２ 章 で 、 EN

８ 巻 ９ ～ 12 章 に お け る 「 友 愛 」 の 類 型 論 が 「 友 愛 」 が 存 在 す る 場 （ 現 実 世 界 に

存 在 す る 様 々 な 「 共 同 体 」） の 違 い を 分 類 原 理 と す る も の で あ る こ と 、 そ し て そ

の 考 察 に よ り 「 同 意 」 に よ ら な い 「 友 愛 」 の ２ 類 型 と 「 同 意 」 に 基 づ く 「 友 愛 」

の ４ 類 型 と い う 、「 友 愛 」 を 分 類 す る 際 の い っ そ う 包 括 的 な 枠 組 み が 呈 示 さ れ て

い る こ と が 明 ら か と な っ た （ 以 下 こ れ を 類 型 論 B と 呼 ぶ ）。 で は 類 型 論 A と 類 型

論 B は ア リ ス ト テ レ ス の 「 友 愛 論 」 中 で ど の よ う な 関 係 に あ る の だ ろ う か 。

類 型 論 B は 、 現 実 の 世 界 に 存 在 し 「 友 愛 」 の 名 で 呼 ば れ る 様 々 な 人 間 関 係 が 成

立 す る 場 （ 様 々 な 「 共 同 体 」） に 着 目 し そ れ ら の 「 友 愛 」 が 持 つ 道 徳 的 価 値 に は

無 頓 着 で あ る 。 他 方 、 類 型 論 A は 、「 友 愛 」 と 呼 ば れ る 様 々 な 人 間 関 係 が 互 い の

う ち に 求 め て い る 価 値 （「 善 」「 美 」「 利 益 」） に 着 目 し そ れ ら の 「 友 愛 」 が 成 立 す

る 場 に は 拘 泥 し な い 。 こ の よ う に ２ つ の 類 型 論 は 明 ら か に そ の 役 割 を 異 に し て お

り 、 ま さ に そ れ ゆ え に 両 者 は 協 力 関 係 に 立 つ こ と が で き る 。 す な わ ち 、 類 型 論 B

に よ っ て 現 実 世 界 に お け る 様 々 な 「 友 愛 」 を 区 別 し つ つ 、 そ の よ う に し て 区 別 さ

れ た 様 々 な 「 友 愛 」 の 道 徳 的 価 値 を 類 型 論 A を 〈 物 差 し 〉 と し て 使 用 す る こ と で

評 価 す る と い う 考 察 方 法 が 可 能 と な る 。 そ の よ う な 仕 方 で の 類 型 論 A と 類 型 論 B

の 役 割 分 担 が EN ８ ・ ９ 巻 に お け る ア リ ス ト テ レ ス の 「 友 愛 」 論 の 特 徴 の ひ と つ

に な っ て い る よ う に 思 わ れ る 。

ま た 注 意 す べ き こ と は 、ア リ ス ト テ レ ス が 類 型 論 A を〈 物 差 し 〉と し て 様 々 な「 友

愛 」 に つ い て 道 徳 的 な 価 値 評 価 を 行 う 際 、 彼 が 不 完 全 な 「 友 愛 」 を 軽 視 し て い る

わ け で は 決 し て な い と い う 点 で あ る 。 何 故 な ら 彼 自 身 が 認 め て い る 通 り 現 実 世 界

の 「 友 愛 」 の ほ と ん ど は 不 完 全 な 「 友 愛 」 だ か ら で あ る 。 そ れ ゆ え 人 は 「 完 全 な

友 愛 」 に 憧 れ な が ら も 不 完 全 な 「 友 愛 」 の 中 で 生 き 、 そ の 不 完 全 さ に 起 因 す る

「 苦 情 と 非 難 」（1162b ５ ） に 対 応 し な け れ ば な ら な い 。 本 稿 で 取 り 上 げ た ア リ ス
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ト テ レ ス の 「 友 愛 論 」 の 第 １ の 部 分 （EN ８ 巻 １ ～ 12 章 ） に 続 く 第 ２ の 部 分 （EN

８ 巻 13 章 ～ ９ 巻 ３ 章 ） は ま さ に そ の よ う な 問 題 に 対 応 す る た め の 実 践 的 な 考 察

に 当 て ら れ て い る 。 し か し そ の 部 分 に つ い て の 考 察 は 別 稿 に 譲 る こ と に し よ う 。
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