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構
造
化
理
論
か
ら
知
識
の
社
会
学
へ
（
一
）

倉
田

良
樹

ギ
デ
ン
ズ
の
構
造
化
理
論
は
「
そ
も
そ
も
社
会
が
存
在
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
存
在
論
的
な
問
題
設

定
か
ら
出
発
し
て
、
認
識
論
的
な
二
元
論
に
制
約
さ
れ
た
西
欧
社
会
科
学
が
陥
り
が
ち
で
あ
っ
た
物
象
化
と
主
意
主
義
と
い
う
二
つ

の
誤
謬
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
独
自
の
社
会
理
論
で
あ
る
。
上
記
の
問
い
か
ら
出
発
し
た
ギ
デ
ン
ズ
が
到
達
し
た
答
え
は
、「
社
会

構
造
は
人
間
の
行
為
主
体
性
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
作
り
出
す
媒
体
で
も
あ
る
」
と
い
う
「
構
造
の
二
重
性
」

と
い
う
観
点
か
ら
社
会
の
存
在
を
説
明
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

「
構
造
の
二
重
性
」概
念
を
基
本
的
に
承
認
し
つ
つ
、こ
れ
を
批
判
的
に
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
ポ
ス
ト
ギ
デ
ン
ズ
の
構
造
化
理
論
に
お

い
て
は
、二
重
性
概
念
を
、す
べ
て
の
社
会
事
象
に
対
し
て
単
線
的
に
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、実
践
的
な
知
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る「
当

た
り
前
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
二
重
性
」と
論
述
的
な
知
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る「
批
判
的
で
自
省
的
な
二
重
性
」を
両
極
と
す

る
連
続
体
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
で
、社
会
理
論
と
し
て
そ
れ
を
さ
ら
に
強
化
し
て
い
こ
う
と
す
る
立
場
が
登
場
し
た
。ポ
ス
ト
ギ
デ
ン
ズ

の
構
造
化
理
論
に
お
い
て
は
、行
為
主
体
の
知
識
能
力
を
め
ぐ
っ
て
、ギ
デ
ン
ズ
が
積
み
残
し
た
課
題
を
拾
い
上
げ
て
、よ
り
精
密
な
考
察

を
展
開
す
る
こ
と
に
関
心
が
集
中
し
て
い
る
。以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
れ
ば
、構
造
化
理
論
に
関
す
る
ポ
ス
ト
ギ
デ
ン
ズ
の
議
論
を
批
判

的
に
検
討
し
、こ
れ
を「
知
識
の
社
会
学
」と
い
う
方
向
性
で
さ
ら
に
深
め
て
い
く
、と
い
う
新
た
な
テ
ー
マ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

次
号
に
掲
載
予
定
の
本
論
文
後
半
部
分
で
は
、
行
為
主
体
性
概
念
、
構
造
概
念
に
関
す
る
ポ
ス
ト
ギ
デ
ン
ズ
の
議
論
を
さ
ら
に
詳

細
に
検
討
す
る
と
と
も
に
、
知
識
の
社
会
学
を
「
雇
用
関
係
の
社
会
理
論
」
と
し
て
展
開
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
、
具
体
的
な

事
象
を
あ
げ
て
若
干
の
試
論
を
行
う
。
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From Theory of Structuration to Sociology of Knowledge
Yoshiki Kurata

Setting out from the ontological question on the existence of
society, Anthony Giddens' theory of structuration contests voluntar-
ism and reification, the two types of the misconception of society
prevalent in the tradition of western social sciences which is itself
guided by epistemological dualism. The answer to the question
proposed by Giddens was the perspective of the duality of structure.
From this perspective, the exsistence of society can be explained by
the proposition that structure is both medium and outcome of social
action and that structure enters simultaneously into the constitution
of the agent and social practices and exists in the generating
moment of this constitution. Although the majority of post-
Giddensian structuration theorists approve the basic validity of the
concept of duality of structure, they reject the straightforward
application of this concept to every level of events in society but try
to distinguish between the duality which is taken for granted and
supported by practical knowledge of agent and the critical and
reflexive duality supported by discursive knowledge of agent. In the
development of the post-Giddensian structuration theory we can find
a very original idea to bridge the two poles of the above mentioned
dualities by the concept of a continuum of dualities. The common
concern in the post-Giddensian theorists is to build up a more robust
idea regarding the knowledgeability which was invented by Giddens.
We can grasp the trend of the concept by the post-Giddensian theory
of structuration as a sociology of knowledge. Getting inspiration from
these ideas, the author tries to develop further the theory of
structuration, focusing on duality, structure and agency, the most
basic conceptions of structuration. In particular, in the latter part of
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this paper, the author tries to establish a framework of sociology of
knowledge, based on the post-Giddensian theory of structuration,
which could be applied to empirical studies on employment relations
in contemporary societies.
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