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論文の内容の要旨 

Martial Arts (Budo) is a service system in which instructors and students co-create physical and mental values through 

training encounters in a physical servicescape—the dojo. In this paper, I analyzed how actors develop eudemonic 

well-being in this servicescape.  

 

As a theoretical framework, I first selected the stage-based perception theory of servicescapes and supported the process 

of behavior change based on the interaction between participants and the environment. In addition, I constructed an 

analytical framework focusing on value co-creation, institutions, and the components of the service ecosystem, while 

utilizing the Service Dominant Logic (SDL), which views services as a value co-creation process among actors, and the 

Transformative Services Research (TSR), which explores uplifting change to improve the level of wellbeing. 

 

Based on this analytical framework, primary data was collected from 19 members of the World Seido Karate 

Organization Seido Juku, which has been active worldwide for more than 40 years. 19 members were interviewed or 

surveyed by questionnaire. In addition, secondary data such as interviews in print and books were also used in the 

analysis. The results showed that (1) the participants integrated the value co-creation learned through the training at the 

servicescape as a model for daily life, (2) the servicescape created positive mental change in the participants and 

promoted their personal growth. 

 

I found that the totality of the dojo, including philosophies, training systems, and acquired outcomes, through the 

interaction of the participants in the dojo, became an operant resource called eudaimonia, and as a servicescape, it was 

considered to be transformed into a mindset that transcended physical space. In other words, the dojo emerged as an 

omnipresent concept of servicescape, which may or may not be a physical place, as a place to exchange services. 

Specifically, it is a servicescape that has been elevated to a mindset. 

 

It was found that what participants acquire through continued practice in the dojo is the ability to proactively create a 

eudemonic state by finding the dojo in their mental models. This supports sustainable personal growth, and the dojo is 

also perceived as a eudemonic servicescape, thus gaining sustainability. Based on these findings, this paper develops a 



theoretical model of the co-creation mechanism that enhances human eudaimonia in this service system. 
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論文審査の結果の要旨 
武道は世界的に参加者を持つ運動文化である。往々にしてその参加者は、肉体的苦痛や挫折を経験するも

のの継続的な参加活動を通じて、スポーツとしての勝負ではなく自立心・利他心の形成といった自らウェ

ルビーイングを形成できる能力を醸成していく。本研究は、この武道修練プロセスの持つ特徴的現象につ

いての理解を促進することを目的に、道場をサービスシステムとして捉え、どのようなサービス交換や場

の規範形成が、参加者のウェルビーイング形成を促進しているのかを研究している。 

全６章構成のなかで、第２章では、本論文の分析フレームワークを構成する理論として、サービス空間

の段階的知覚形成理論、資源統合による変革的価値形成理論、安定的サービス交換を推進する制度形成理

論についてそれぞれ説明し、第３章以降ではそれら理論を統合した分析フレームワークを活用して、40

年以上継続し世界各地で活動している世界誠道空手道連盟誠道塾を対象に事例分析をしている。従来はそ

れぞれ単独で議論されてきた理論を統合して、武道修練経験のもたらすウェルビーイング形成過程を分析

している点は、サービス研究としての妥当性とともに独創性に優れている。 

分析では、雑誌記事や書籍等による 2 次資料収集に加え、19 名の同組織会員に半構造化インタビュー

の実施、或いは（海外居住者には）自由回答記述中心の質問紙調査を行った。結果、道場でのサービス交

換を通じて、参加者は道場の哲学や修練プログラム（白帯・黒帯といった、特定の熟達度を表現するシン

ボルを用いた教育課程）の意図を理解し、それが道場での指導者や他の参加者との資源統合を調整してい

ることが示唆された。そして、それが道場という場の持つ規範として暗黙的に参加者間に共有されている

可能性を見出した。更に武道修練の継続的経験を通じて、新参・古参の程度差はあれ、物理的なサービス

スケープを参加者自らの心の志向性のとして内面化し、「心の中に道場を据える」というメンタルモデル

を持つに至っている可能性を見出した。メンタルモデル化することで、道場を離れた日常生活においても

苦難を乗り越える力を自ら見出したり、他者に対する感謝の念から社会福祉活動を自ら始めたりするとい

った具体的行動に結実していることも確認した。本論文はこのような発見事項をもとに、人間のウェルビ

ーイングを醸成する共創メカニズムの理論モデルを構築した。 

本論文の新規性は主に２点ある。第 1 は、道場をサービスシステムとして定義し武道修練の参加者が自

らの資源統合を規律化している過程をデータと共に示した点。第 2 点は、サービスが行われる場に対する

参加者の知覚が、物理的な場の知覚を超えてメンタルモデル化にまで至りうることを見出した点である。 

以上、本論文はウェルビーイング形成に向けた共創メカニズムを提案したものであり、学術的に貢献する

ところが大きい。よって博士（知識科学）の学位論文として十分に価値あるものと認めた。 

 
 


