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論文の内容の要旨 

  
During the last two decades, there have been remarkable changes in the world business 

environment. Firms have realized the importance of service to sustain as well as to innovate their business. 

Consumers desire service-based value through a knowledge co-creation process rather than the 

manufactured goods itself. This has instigated a big task of traditional manufacturers to create knowledge, 

and adapt to such trends and create new business line-ups. It is suggested that, manufacturing companies 

need to have value chain perspective and should adapt in its business the opportunity of servitization. 

While there are several definitions of servitization, we put emphasis on a servitization is as the transition 

process of adding service concepts into product-based business in manufacturing companies.  

Servitization is a new way of thinking for traditional product-based business and managing it 

successfully into creating a new business is a difficult challenge. The servitization needs to develop new 

service in-terms of knowledge co-creation process, which includes organizational knowledge management, 

human resources education, and inter-organizational relationships. Therefore, a system to manage 

innovative knowledge and create customers desire service as value is also necessary for firm. 

However, there are not enough research above can offer a verified way related to knowledge 

focused servitization management, which facilitates the dealings of knowledge management, skill 

development and corporate collaboration to create new knowledge for service as paths of business 



innovation. 

In this research, a knowledge focused servitization management model is proposed based on 

the interaction of knowledge space (KS) management, service oriented human resources (HR) skill 

development and corporate collaboration. Here, KS management contains a set of knowledge co-creation 

process, service oriented HR skill development covers the concepts of service idea generation and the 

service centric mindset, and corporate collaboration is centered on service value system. Our exploration 

analyses an action research with Japanese monitor maker by applying approach of service innovation 

chart (SIC) and business model (BM) thinking. The results reveal that, the proposed approach is workable 

to recognize organizational knowledge and knowledge gap for service-based value creation. This 

approach influence to develop technical personnel’s service idea generation skills and service mindset as 

well. In addition, we examine four case studies and the case studies results show that, the KS 

management, services oriented HR skill development, and corporate collaboration with different 

industries is a way to knowledge co-creation, thereby building ‘service value system’ towards a servitized 

firm. 

Keywords: Servitization, services value system, services-based value, knowledge space 

management, service oriented skill development, corporate collaboration, business innovation. 

 

論文審査の結果の要旨 

 
本論文は製造業におけるサービスビジネス創造のためのマネジメント方法論を構築している。

関連する議論としてはこれまで、製造業のサービス化というテーマで、サービス化の定義から、

サービス化する必要性、そしてその推進の担い手に至るまで様々な観点から研究がなされてきた。

しかしながら、どのようにしてサービス化を実践していけば良いかに関しての研究は十分な蓄積

が無い。こうした背景から、本研究ではサービス化の概念を、「組織がサービス知識を基に自ら

のビジネスを変革していく過程」として定義し、（１）知識空間概念、（２）技術開発人材のサー

ビススキル開発、そして（３）企業間連携概念、に基づく知識志向のサービス化マネジメント方

法論を構築した。具体的に（１）では、知識空間を知識が生み出される資源の組み合わせの集合

として定義し、（２）では、製造業の技術開発人材に対し、個人単位・集団単位で、顧客に便益

をもたらすための支援行為としてのサービス志向を促進するフレームワークを開発した。（３）

は、単一組織内では持ち得なかった資源としての知識を、他組織と連携して獲得し自らの知識空

間を広げることを説明するための概念基盤として形成した。 

本方法論はこれら３要素を状況に合わせて順不同で活用していくことが必要であるが、なかで



も新規性・有用性が高いと評価されたものは（２）サービススキル開発のためのツールである。

本博士論文では、個人がサービス志向に意識変革するための個人用ツールと、集団で知識を共有

させる集団知識創造支援ツールの２つを開発している。技術者はそもそも顧客接点に乏しいため

に、顧客の便益を意識しにくく、どうしても技術中心志向に陥りがちである。本ツールはその特

徴を基に、技術を思考の開始点としつつも、中継点で顧客の当該技術の新しい使用価値を検討さ

せ、そこから柔軟に顧客との長期的関係性を志向させるようなチャートを設計した。また、集団

活動に関しては、ビジネスモデルの考え方を応用し、知識空間や潜在的な企業間連携の必要性に

ついても考えさせるようにした。 

 本方法論をある石川県内製造業・技術開発部門においてアクションリサーチとして約１年にわ

たり展開し、複数回の質問紙調査や経過観察を実施して効果を検証した。そして現場の技術開発

人材のサービス志向が格段に高まったことを示した。企業間連携に関してはアクションリサーチ

の過程では十分に検証しきれていないのが本研究の課題ではあるが、そうした検証が足りない部

分に関しては、製造業がサービスビジネスをしている先駆事例を分析することでマネジメント方

法論としての妥当性を示した。  

 以上、本論文は、製造業のサービス化についてその実践的な方法論を提案し、実証データを

用いてその妥当性を検証したものであり、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価値あるものと認めた。 


