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論 文 要 旨 
 

学籍番号 82133167 氏 名 金子花菜 

 

論 文 題 目： 

ぬいぐるみ愛好者に対する偏見低減と 

ウェルビーイング向上のためのぬいぐるみビジネスの提案 

 
 

 

 

（内容の要旨） 

本研究の目的は、無意識の偏見の対象となり生きづらさを感じているぬいぐるみが好

きな大人（以下、ぬいぐるみ愛好者）に対するウェルビーイング向上と、ぬいぐるみ愛

好者に対する差別・偏見を低減するサービスを提案し、その効果を検証することであ

る。 

持続可能なダイバーシティ（多様性）社会の実現に向け、国連が 2015年に SDGsを定

めた。SDGsの中には、差別や偏見を無くすことを目的としたゴールも制定されている。

それは、差別や偏見により格差社会が生じているためである。つまり、ダイバーシティ

社会推進の障壁として、差別や偏見が存在しているのだ。 

昨今、LGBTQやジェンダー平等に代表されるように、差別や偏見の解消に取り組んで

いる。しかし、差別や偏見は、外見からわかりやすい表層的ダイバーシティと、考え方

や趣味など外見からは識別が難しい深層的ダイバーシティと別れている。 

現在日本において多くの取り組みは、表層的に当たるジェンダーに関する差別・偏見

の解消であり、考え方や趣味などの深層的ダイバーシティの解消への取り組みは少な

い。 

また、ぬいぐるみ愛好者に対する研究成果はテーマを問わず積極的に取り組まれておら

ず、ぬいぐるみ愛好者の実態を把握し、課題を解決することは社会的に意義がある。な

ぜならば、コロナ禍において、ぬいぐるみの需要が拡大しており、少子化で玩具市場が

低迷する中で、ぬいぐるみ市場が拡大しているためである。ぬいぐるみ市場拡大の背景

には、癒しを求める大人の存在がある。 

 ぬいぐるみ愛好者に生きづらさや課題を調査すると、既存のぬいぐるみ関連サービス

に対する不満や、ぬいぐるみが好きであることを職場や友人へカミングアウトすること

に対する不安を抱えていることが確認できた。偏見を低減するためには、偏見を自覚し

考えを是正し、現状を変える活動を行うことが効果的であることもわかった。 

 これら課題を解決するために、ビジネスデザイン思考を用いて考案した「ぬいぐるみ

保育園」というビジネスを通じて、ぬいぐるみ愛好者に対する偏見の低減と、ぬいぐる

み愛好者たちのウェルビーイング向上を確認する。 

 

キーワード（5語） 

ぬいぐるみ、無意識の偏見、ウェルビーイング、生きづらさ、愛好者 
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Student 

Identification 

Number 

 

82133167 
 

Name 

 

Hana Kaneko 

 

Title 

Proposal of Stuffed Animals Business to Reduce Prejudice against Stuffed Animal 

Lovers and Improve Their Well-being. 

 

Abstract 

The purpose of this study is to propose a service to improve the well-being of adults 

who love stuffed toys ("stuffed toy lovers"), who are subject to unconscious bias and 

find it difficult to live, and to reduce discrimination and bias against stuffed toy 

lovers, and to examine its effectiveness. 

The United Nations established the SDGs in 2015 to achieve a sustainable diversity 

society; the SDGs also establish the goal of eliminating discrimination and bias. This 

is because discrimination and bias have caused disparities in society. In other words, 

discrimination and bias exist as barriers to the promotion of a diverse society. 

Recently, efforts have been made to eliminate discrimination and bias, as represented 

by LGBTQ and gender equality. However, discrimination and bias are divided into 

two categories: superficial diversity, which is easy to see from the outside, and deeper 

diversity, which is difficult to identify from the outside, such as ideas and interests. 

Currently in Japan, most efforts are focused on eliminating discrimination and bias 

related to gender, while there are few efforts to eliminate deeper diversity, such as 

attitudes and hobbies. 

In addition, there are no research results on stuffed animal lovers, and it is socially 

significant to understand the actual situation of stuffed animal lovers and to solve 

their problems. This is because the demand for stuffed toys is expanding in the 

Corona Disaster, while the toy market is stagnating due to the declining birthrate. 

Behind the expansion of the stuffed animal market is the presence of adults seeking 

comfort. 

 A survey of stuffed animal lovers about their difficulties and challenges in life 

confirmed that they are dissatisfied with existing stuffed animal-related services and 

anxious about coming out to their workplaces and friends that they like stuffed 

animals. We also found that making people aware of their bias would be effective in 

reducing them. 

 In order to solve these issues, we will confirm the reduction of bias against stuffed 

animal lovers and the improvement of their wellbeing through a business called 

"stuffed animal daycare," which was devised using business design thinking. 

 

Key Word(5 words) 

stuffed toys, unconscious bias, well-being, hard to live, stuffed toy lovers 

 



4 

 

目次 

第 1章 序論 ...................................................................................................................... 1 

1.1 研究の背景 ............................................................................................................... 1 

1.1.1 無意識の偏見に関する先行研究 ....................................................................... 4 

1.1.2 ウェルビーイング向上の先行研究 ................................................................... 6 

1.1.3 ぬいぐるみ愛好者の定義 .................................................................................. 7 

1.1.4 ぬいぐるみ愛好者に対する偏見の状況 ............................................................ 7 

1.2 本研究の目的.......................................................................................................... 13 

第 2章 ぬいぐるみビジネスのデザイン ......................................................................... 14 

2.1 ぬいぐるみビジネスデザインの手順 ..................................................................... 14 

2.2 ぬいぐるみビジネスの設計 .................................................................................... 15 

2.2.1 オブザベーション ........................................................................................... 15 

2.2.2 アイディエーション ....................................................................................... 17 

2.2.3 プロトタイピング ........................................................................................... 32 

第 3章 提案したビジネスの検証 .................................................................................... 36 

3.1 検証方針 ................................................................................................................. 36 

3.1.1 検証する事業の選定 ....................................................................................... 36 

3.1.2 検証対象者 ...................................................................................................... 37 

3.1.3 検証方法.......................................................................................................... 38 

3.2 偏見低減の検証結果 ............................................................................................... 46 

3.3 ウェルビーイング向上の検証結果 ......................................................................... 50 

3.4 考察 ........................................................................................................................ 55 

第 4章 結論 .................................................................................................................... 66 

参考文献 ............................................................................................................................... 67 

謝辞 ....................................................................................................................................... 69 

付録 ....................................................................................................................................... 70 

 



5 

 

図目次 

図 1：2021年度国内玩具市場規模（主要 10品目） .................................................... 9 

図 2 ぬいぐるみビジネスの開発プロセス ................................................................. 14 

図 3 ぬいぐるみ愛好者のステークホルダー分析 ...................................................... 15 

図 4 ぬいぐるみ愛好者のステークホルダー分析 ...................................................... 16 

図 5 ぬいぐるみのライフサイクル図......................................................................... 17 

図 6 強制連想法によるビジネスアイディア創出 ...................................................... 26 

図 7 プロタイピングのハードル ................................................................................ 30 

図 8 ２つのビジネス候補を比較検討......................................................................... 31 

図 9 ぬいぐるみ保育園 因果ループ図 ..................................................................... 32 

図 10  ぬいぐるみ保育園 イメージイラスト .......................................................... 33 

図 11  ぬいぐるみ保育園参加者募集資料の一部 ...................................................... 33 

図 12 因果ループ図（図９再掲） .............................................................................. 37 

図 13 アンケート調査の流れ ..................................................................................... 39 

図 14 検証動画の内容（一部） ................................................................................. 41 

図 15 ぬいぐるみ愛好者に対するネガティブイメージの比較 .................................. 46 

図 16 ネガティブなイメージ上位３つの変化............................................................ 47 

図 17 ぬいぐるみ愛好男性に対するネガティブイメージの平均値 ........................... 48 

図 18  動画視聴前 ぬいぐるみ愛好男性に対するイメージ .................................... 48 

図 19 ぬいぐるみ愛好女性に対するネガティブイメージの平均値 ........................... 49 

図 20 動画視聴前 ぬいぐるみ愛好女性に対するネガティブイメージ ................... 49 

図 21 ぬいぐるみ愛好者の人生満足尺度 平均値の変化 ......................................... 51 

図 22 人生満足尺度の比較 ......................................................................................... 52 

図 23 ぬいぐるみ保育園参加前後のポジティブ感情の変化 ...................................... 53 

図 25 ぬいぐるみ保育園参加前後のネガティブ感情の変化 ...................................... 54 

図 26  ぬいぐるみ保育園参加前後 幸せの 4因子変化 ........................................... 55 

図 27 ぬいぐるみ保育園認知度拡大に伴うネガティブイメージの変化への期待 ..... 58 

図 28 ぬいぐるみ保育園スタッフの参加前後による人生満足度尺度の変化 ............ 59 

図 29 ぬいぐるみ保育園スタッフの参加前後によるポジティブ感情の変化 ............ 59 

図 30 ぬいぐるみ保育園スタッフの参加前後によるネガティブ感情の変化 ............ 60 

図 31 ぬいぐるみ保育園スタッフの参加前後による幸せの 4因子の変化 ................ 60 

図 32 ぬいぐるみ保育園参加者の満足度評価............................................................ 62 

図 33 ぬいぐるみ保育園入園前の期待値と満足度の比較 ......................................... 63 

図 34 ぬいぐるみ保育園の評価できる内容 ............................................................... 64 



6 

 

図 35 ぬいぐるみ保育園 リピート希望者の割合 .................................................... 65 

 



7 

 

表目次 

表 1日本におけるぬいぐるみ関連サービス ................................................................ 18 

表 2 ぬいぐるみ愛好者の課題と要求......................................................................... 20 

表 3 ぬいぐるみ愛好者のバリューグラフ ................................................................. 22 

表 4 親和図：ぬいぐるみ愛好者の要求と既存ビジネスの課題 ................................ 23 

表 5 親和図：考慮すべき 10のグループ ................................................................... 23 

表 6  ぬいぐるみビジネスアイディア ....................................................................... 26 

表 7 ぬいぐるみ愛好者のプロトタイピング参加者 ................................................... 35 

表 8 ぬいぐるみビジネス検証対象者......................................................................... 38 

表 9 ぬいぐるみ愛好者に対するネガティブイメージアンケート ............................... 40 

表 10 人生満足尺度のアンケート .............................................................................. 43 

表 11 感情的幸福のアンケート .................................................................................. 44 

表 12  幸せの 4因子アンケート ............................................................................... 45 

表 13 ぬいぐるみ保育園開催概要 .............................................................................. 45 

表 15  ぬいぐるみ愛好者のポジティブ感情の変化 .................................................. 53 

表 16 ぬいぐるみ保育園参加前後 ネガティブ感情平均値の変化 ........................... 54 

表 17 ぬいぐるみ保育園参加後のぬいぐるみに関する話し相手 .............................. 57 

表 18  ぬいぐるみ保育園に参加した感想（一部抜粋） ........................................... 65 

表 19 ぬいぐるみ愛好者に対するネガティブイメージの変化 .................................. 70 

表 20 動画視聴前 ネガティブイメージに対する自由回答（全て） ....................... 71 

表 21 ぬいぐるみ愛好者に対するアンケート 資料 ................................................. 72 

表 22 ぬいぐるみ保育園 動画視聴後の感想 ............................................................. 73 

表 23 ぬいぐるみ愛好者に対するネガティブなイメージを低減させるために必要だと

思うこと ................................................................................................................. 75 

表 24 ぬいぐるみ保育園参加者 ぬいぐるみ保育園参加前後の人生満足尺度変化 . 78 

表 25 ぬいぐるみ愛好者 ポジティブ感情の変化 .................................................... 78 

表 26 ぬいぐるみ愛好者 ネガティブ感情の変化 .................................................... 79 

表 27 ぬいぐるみ愛好者 幸せ 4因子の変化 ........................................................... 79 

表 28 ぬいぐるみ保育園に参加後 家族や友人などからの反応や変化（自由回答） 80 

表 29 ぬいぐるみ保育園で今後やってほしいこと 自由回答 .................................... 81 

表 30 ぬいぐるみ保育園スタッフの人生満足尺度の変化 ......................................... 84 

表 31 ぬいぐるみ保育園スタッフのポジティブ感情の変化 ...................................... 84 

表 32 ぬいぐるみ保育園スタッフのネガティブ感情の変化 ...................................... 85 

表 33 ぬいぐるみ保育園スタッフの幸せ 4因子の変化 ............................................. 85 



8 

 

表 34 ぬいぐるみ保育園スタッフ 自由回答............................................................ 86 

 



1 

 

第 1章 序論  

1.1 研究の背景 

世界には様々な「差別」が存在する。差別は性別、人種、宗教などのみならず、病気、未既

婚、趣味などに至るまであらゆる理由の元に起こり得る。国連では2015年に、グローバルな社

会課題を解決し持続可能な世界を実現するための国際目標である「持続可能な開発目標：

SDGs を」採択した。SDGs は、世界で起こる様々な問題に対して 2030 年までに達成すべき

目標を立て、ターゲットを定めて問題解決のための取り組みを世界中で行っている。 

その問題の中に、差別を撤廃するものも含まれている。SDGs 目標５「ジェンダー平等を実

現しよう」は、性別による差別に対するものである。日本においては、日本国憲法に男女の平

等が謳われているにも関わらず、未だ家庭や職場、地域社会において、男女の役割分担意

識などがあり、社会参加や就職、また収入などの機会において、格差が存在している。 

SDGs目標 10「人や国の不平等をなくそう」は、差別によってもたらされている先進国と途上

国の経済格差、所得格差が持続可能社会の構築を妨げているために掲げられている。 

このように差別の解消は世界全体で取り組む課題であり、社会から差別をなくすために長年

にわたり取り組みが行われているにもかかわらず、依然として差別を受け、悩み苦しむ人たち

が存在する。 

 

SDGs 達成の一環として、人々の多様性（ダイバーシティ）を受け入れる社会の実現が求め

られている。日本でも行政をはじめ、様々な企業がダイバーシティを推進している。時にはそ

の取り組みに際してインクルージョン（社会的包摂）という用語を使用し、ダイバーシティ＆イン

クルージョン（以下、Ｄ＆Ｉ）と称して取り組みを行う場合もある。 

 

米国でダイバーシティが語られるようになったのは 1960-1970 年代で、雇用機会均等の対

象としてみなされていた。1980 年代後半以降に、ダイバーシティを尊重するという議論への転

換が行われ、1990年初めにビジネス上の価値創造の資源へと変化した。他方、日本でダイバ

ーシティが議論されるようになったのは比較的最近のことである(谷口真美 2008)。 

ダイバーシティとは、性別、年齢、人種・民族の違いだけを指すものと誤解されることが多い

が、ダイバシティ・マネジメントの考え方においては、「ダイバーシティとは、個人の持つあらゆ

る属性の次元である」とされている。その属性の例として谷口は、居住地、家族構成、習慣、性

的指向、未婚・既婚、趣味、パーソナリティ、宗教などもダイバーシティの次元の範疇であると

述べている(谷口真美 2005)。 
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ダイバーシティの次元は、表層的なものと深層的なものに大別される(Harrison, Price, 

and Bell 1998)。表層的ダイバーシティは外見から識別可能なもので、年齢、性別、人種など

がこれに該当する。一方、深層的なダイバーシティは外見からは判断しにくいものである。そこ

には、パーソナリティ、考え方、趣味、習慣、未婚・既婚、などといった内面的な特性が含まれ

る（谷口 2008）。 

昨今、企業や行政の積極的なＤ＆Ｉ推進取り組みがメディアを通じて紹介されている。これら

取り組みの多くは、性別、人種、年齢など表層的ダイバーシティに対する理解を深める活動で

あり、トランスジェンダーや日本以外の国や地域にルーツを持つ人々を寛容に受け入れる世

の中が醸成されつつあると考えられる。 

他方、外見から判断が難しい趣味や習慣等の深層的なダイバーシティについては、表面的

には同じに見えるため観察することが難しく、見落とされがちで違いに気づきにくい。深層的ダ

イバーシティをどう理解し、どう活用していくかが組織マネジメントの大きな課題といえる。 

 

2014 年に経済産業省「ダイバーシティ経営企業 100 選」に選定された帝人株式会社の人

財部ダイバーシティ推進室長（当時）日高乃里子氏は、ダイバーシティを推進する上で障害と

なるものとして「アンコンシャス・バイアス」を挙げた(Sugimoto 2017) 。アンコンシャス・バイア

スとは、誰もが潜在的に持っている無意識の思い込みのことで、多くは過去の経験や周囲の

意見、日々接する情報などによって形成される(房子 2022)。 

アンコンシャス・バイアスは、「無意識の偏見」と同じ言葉である。藤井によると、無意識の偏

見を自覚し克服することが、ダイバーシティを推進する上で重要であると述べている(良一 

2018)。 

 

ここで、無意識の偏見と差別の言葉の違いについて言及する。これらと類似の意味をもつ言

葉として、「ステレオタイプ」という言葉が用いられることもある。「偏見や差別はなぜ起こる？」

（ちとせプレス）著者の北村英哉氏によると、社会心理学では差別、偏見、ステレオタイプ、そ

れぞれに定義があるとされる(北村英哉 and 唐沢穣 2018)。 

まずステレオタイプとは、「ある集団に属する人々に対して、特定の性格や資質をみんなが

もっているように見えたり、信じたりする認知的な傾向」。偏見は、「そのステレオタイプに好感、

憧憬、軽蔑といった感情を伴ったもの」。そして差別は、「ステレオタイプや偏見を根拠に接近・

回避などの行動として現れたものとしている」。また、北村氏は差別や偏見の対象を、一個人

の先入観ではなく、なんらかの社会集団、社会的カテゴリから生じるとしている。 

また先行研究を確認すると、無意識の偏見は「潜在的知能観」「潜在的態度」という言葉でも

議論がされている。本研究では、差別、偏見、ステレオタイプ、潜在的態度を区別せず、「無意

識の偏見」と総称して扱うことにする。 
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ところで、ダイバーシティ推進の上でカギとなる、無意識の偏見を低減させる方法はあるの

だろうか。先行研究を確認すると、メディアが反ステレオ・タイプモデルを提供することでステレ

オタイプを変容できることもある。表層的ダイバーシティの事例として、アフリカ系アメリカ人の

オプラ・ウィンフリーが番組の司会をすることで、米国におけるアフリカ系アメリカ人のステレオ

タイプを変容したと考えられている(“Blindspot: Hidden Biases of Good People” 2014)。日

本においても、韓国テレビドラマ「冬のソナタ」が 2004年に NHK テレビでも放送されたことに

より、いわゆる「冬ソナ」ブームが起こり、韓国好きの人々が増加したといわれている(和田正人 

2017)。冬ソナの事例は、反韓感情や文化的趣味が該当する深層的ダイバーシティ推進の課

題解消のモデルといえる。 

一方で、教育、医学、心理学などの研究者が無意識の偏見を IAT テスト（Implicit 

Association Test：潜在連合テスト）を用いて測定したり、その軽減を検証したりしようとしてい

るが、これらの多くが表層的ダイバーシティを対象としている。さらに、無意識の偏見が低減す

る手法として偏見の認知、是正、活動、この３つが効果的であると報告されているが、実際にこ

の３つの手法で偏見低減が認められた実績は確認できない（油井 2020）。 

 

そこで、本研究では、ダイバーシティを推進する上で障壁となっている「アンコンシャス・バイ

アス」を克服するために、無意識の偏見の対象となっている集団に対するビジネスを開発し、

その有効性を確認する。ビジネスの開発においては、システム・デザイン思考を用いる。 

無意識の偏見の対象となる集団は、深層的ダイバーシティの領域で一般の人が抱く、身近

な無意識の偏見の事例を用いる。 

本研究では、ぬいぐるみを起用する。ぬいぐるみを起用した背景には３つ理由がある。一つ

目に誰もが連想しやすい物体であること。2 つ目に、男女問わず幼い時に所有していた経験

が多いこと。3 つ目に、ぬいぐるみが好きな大人が、しばしばメディアで異質な対象として報道

さることから起用した。 

 

その例として、2023年 1月 7日付けのスポーツ新聞各社が、今春より入団するドラフト上位

の新人野球選手が入寮する様子を配信したが、活躍が期待される注目の選手が大きなぬい

ぐるみを背負って寮に入る姿や、人気キャラクターのぬいぐるみを抱いて寮の前でポーズをと

っている写真と共に、「〇〇選手、ぬいぐるみと入寮」と大きな見出しを付けて報道された。これ

は、ドラフト上位の男性である野球選手が、ぬいぐるみを好きでいることは、ギャップとして記者

がとらえて報道したと考えられ、スポーツ新聞記者たちに、ぬいぐるみに対する無意識の偏見

が存在していると考えられる。 

 

参考資料：2023年 1月 17日付スポーツニュース 
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例えに挙げた野球選手は、山田の先行研究によるとカミングあうとしやすい人として分類さ

れる。著名人や社会的地位が安定している専門職に該当するためである。しかし、無意識の

偏見の対象者の多くは、カミングアウトしづらい人に該当する。カミングアウトすることで社会に

受容してもらいたいと願う一方で、マジョリティからすれば「いないはずの人がいる」という状態

に向き合うことが生じるため、「カミングアウト」は肯定的な側面より社会的ないじめや偏見という

形で、疎外、排除される対象として否定的な側面が増大する可能性を孕んでいるものと言える

(克宏 2022)。 

つまり、ぬいぐるみ愛好者は、カミングアウトが難しく、生きづらさを感じており、ウェルビーイ

ングが低いと考えられる。 

 

 

1.1.1 無意識の偏見に関する先行研究 

 本研究を進めるに当たり、深層的ダイバーシティ実現の障壁となっている「無意識の偏見」に

関する研究成果を踏まえる必要がある。 
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先行研究によると、無意識の偏見とはアンコンシャス・バイアスと同意語で、自分自身が気

づかないうちに持つ見方や考え方のことを示す(パク・スックチャ 2021)。西川はアンコンシャ

ス・バイアスを、「無意識の偏ったモノの見方」と定義し、「無意識の思い込み」「無意識バイアス」

も同意語として扱っている(西川学 and Others, n.d.)。さらに、北村は社会心理学において

偏見には、ステレオタイプ・偏見・差別の３つが領域内にあり、集団カテゴリに対して抱く、典型

的な認知をステレオタイプ、それに付随する感情を偏見、それに基づく行動を差別と定義して

いる(北村英哉 2021)。 

本研究においては、ステレオタイプ、偏見、差別、これら３つを区別せずに「無意識の偏見」

として扱う。ぬいぐるみ愛好者が生きづらさを感じる原因として、ステレオタイプ、偏見、差別、

すべての影響が考えられるためである。 

 

ところで、「無意識の偏見を低減」させる方法はあるのだろうか。 

西川の最新の報告によると、アンコンシャス・バイアスの解消方法の１つは「教育」であると述

べている(西川学 and Others, n.d.)。また、一般社団法人アンコンシャス・バイアス研究所の

代表理事 守屋智敬によると、アンコンシャス・バイアスに対する具体的な対処法は以下 3 点

であると報告している。 

 

対処法１ 決めつけない、押し付けない 

対処法２ 相手の表情や態度の変化など「サイン」に注目する 

対処法３ 自己認知 

 

さらに、アンコンシャス・バイアスの正体は「自己防衛心」であり、脳が無意識のうちに自分に

とって都合のよい解釈をすることによって起きている。これは自然の摂理であり、完全に払しょ

くすることはできない。だからこそ、アンコンシャス・バイアスに気づこうと、ひとりひとりが意識す

ることが大切である。 

 

また、油井の研究報告によると、ジェンダーに見られる無意識の偏見を減らす手法が紹介さ

れている（油井 2020）。 偏見を減らす手法の１つは、認知過程での抑制。つまり意識的に思

考をコントロールし、「人はみな偏見を持っていて自分もその一人である」ことを自覚する。2 つ

目は、偏見の是正。これは、偏見は相手への無知や誤解に基づくものであるため、接触機会

を増やし、真の姿にふれればおのずと偏見がなくなる。3 つ目は、「現状」自体を変える。つま

り、意識を変えることには限界があるため、現状を変える努力をする。そして、身近な「知る・意

識する」努力も必要である。そのために無意識の偏見を知る研修を受けること。と紹介されてい

る。 

 しかし、これらの手法は文献を読む限りにおいては、科学的な実験結果に基づいた結果で
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はなく、あくまでも研究者独自の見解である上、表層的ダイバーシティに関連する無意識の偏

見の研究である。 

 また、栗田が行った障害者に対する偏見の低減に関する研究がある(栗田季佳 2013)。栗

田は大学生に対して、障害者に対する人柄を想起させた群と、想起しなかった群を比較した。

その結果、想起群の障害者に対する顕在的態度はポジティブに変化したが、潜在的態度は

変化しなかった。つまり、障害者に対する無意識の偏見低減は見られなかった。障害者もジェ

ンダーと同様に、表層的ダイバーシティに関連する研究ととらえる。 

 

 このように、無意識の偏見低減に関する研究は多く行われてきているが、ジェンダーや障害

者を対象とした表層的ダイバーシティに関連する研究が多く、深層的ダイバーシティの偏見低

減に関する研究は「冬ソナ」について言及した研究にとどまる。よって、深層的ダイバーシティ

を推進するための偏見低減の手法を解明する意義がある。 

  

1.1.2 ウェルビーイング向上の先行研究 

ぬいぐるみに愛情を注ぐ大人（ぬいぐるみ愛好者）は、生きづらさを感じながら趣味を楽しん

でいると考えられる。古賀の報告によると、生きづらさとは、社会の中に居場所が見つからず、

将来への展望が描けない疎外された孤立状態をさす（古賀 2018）。この状態が続くと、心身と

もに健やかであることはもちろんのこと、人間関係や働き方、精神的な面においても健やかと

は言えず、自尊感情を持てず、ウェルビーイングが低いと考えられる。 

しかし、ぬいぐるみ愛好者に対する生きづらさの解消や、ウェルビーイング向上を認めた研

究は見当たらない。近しい領域で確認すると、山上が行ったオタクのウェルビーイングを規定

する心理社会的要因の研究がある(ヤマガミナオヒコ n.d.)。しかし、この研究で対象とされた

オタクとは、ぬいぐるみなどを収集したり、アイドル等の推し活をしたりするオタクではなく、引き

こもり、インターネットサービス等の利用頻度が高い人を対象とした研究かつ、ウェルビーイン

グ向上の手法や検証を行っていない。 

ウェルビーイング向上のメカニズムにおいては、前野の研究によって解明されている(前野

隆司 2013)。日本人 1500 人に対し、幸せの心的要因に関する因子分析を行い、幸せを向

上するためには、「自己実現と成長」「つながりと感謝」「前向きと楽観」「独立とマイペース」の４

つの因子を高めることが有効であることがわかった。 

また、ウェルビーイング向上を測定は、前野らが取り入れている３つの幸福度の尺度を用い

ることでできることが確認できた(前野マドカ, 前野隆司, and 櫻本真理 2017)。 
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1.1.3 ぬいぐるみ愛好者の定義 

ぬいぐるみ愛好者の定義を確認する。愛好者とは、その道の専門家ではないが、特定の

文化的活動に対して自分なりのやり方を発展させている一般の行為者を指す(裕樹 2020)。 

本論文では、ぬいぐるみに対して以下４つの行動を示す成人をぬいぐるみ愛好者と定義

する。これらは、筆者がぬいぐるみ愛好者と SNS やオフ会を通じて交流をする中で、多く見

られた接し方の特徴から抽出した。 

 

（１） ぬいぐるみが生きているかのように接する 

（２） ぬいぐるみの収集癖がある 

（３） ぬいぐるみを持ち歩く 

（４） ぬいぐるみが好きという自覚がある 

（５） ぬいぐるみに名前やプロフィールを与えている 

 

 なお、綿などを芯に人や動物などの形に布を縫い合わせて作ったものをぬいぐるみと定める

(小学館デジタル大辞泉)。 

 

  

1.1.4 ぬいぐるみ愛好者に対する偏見の状況 

  ぬいぐるみ愛好者に対する無意識の偏見の実態や、その改善に対する先行研究はもちろ

んのこと、ぬいぐるみそのものに対する定義や歴史的探究に至っても研究が少なく、ぬいぐる

みをテーマに社会課題である無意識の偏見の解消と結び付けた検証を行うことは、結果的に

ダイバーシティ推進の一助となり、挑戦的かつ意義のある研究である。 

 

 既述の通り、無意識の偏見解消に対する研究は、表層的ダイバーシティの分野で女性活

躍推進やＬＧＢＴＱをテーマに闊達に進められているが、深層的ダイバーシティの領域である

趣味や趣向に対する研究は高田らによるオタクに関する研究(菊地学， 尹成秀 2020)にとど

まる。 

 

ぬいぐるみ愛好者と類似するカテゴリとして、オタクが連想できる。田川の報告によると、オタ

クは子ども文化に大人がふけるものとして、軽蔑の対象であったとされている(隆博 2009)。 

 また、一般にぬいぐるみを「人形」と表現することもある。宮下は、「人形＝女子の玩具」という

ステレオタイプは、すでに 21世紀に入り 20年以上が経過した現代日本にも依然として根強く

共有されていると報告している(宮下美砂子 2021)。また、その原因は、明治期から教科書を
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通し、女児に対しほとんど暴力的といってよいほど強力的に女児と人形を結び付ける固定観

念が繰り返しすりこまれたことである、と報告している。 

 以上のことから、ぬいぐるみが好きな大人は「子ども文化にふけった人」「女児の遊びを続け

ている人」として、無意識の偏見の対象となっていると推測できる。 

 

 ぬいぐるみは、玩具に分類される。2022 年 6 月 14 日付で一般社団法人日本玩具協会

が発表した 2021年度の国内玩具市場規模は 8,946億円であった。前年度比 108.5％で、こ

の調査を始めた 2001 年以来、過去最高を記録した。日本では少子化がさらに深刻化する中

で、2020年から続くコロナ禍という非常事態の影響で玩具に対するニーズが高まったと考えら

れる。 

玩具の中核を占める 10 分野（表参照）の中で、特に伸び率が大きかった商品分野の 5 位

にぬいぐるみが入っており 2021 年度のぬいぐるみ市場規模は 27,978 百万円で前年度比

106.3%であった（図１）。コロナ禍前の 2020年度・2019年度のぬいぐるみ市場規模を遡って

みると 2020年度の市場規模は 26,063百万円、前年度比 97.5%、2019年度の市場規模は

27,188百万円、前年度比 97.7％であり、縮小傾向にあった。 
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図 1：2021年度国内玩具市場規模（主要 10品目） 

出典：一般社団法人日本玩具協会 玩具市場規模データ 

 

 

コロナ禍の影響によって、ぬいぐるみ市場が拡大した裏付けはニュースや SNS等で確認が

できる。例えば、株式会社ほんやら堂では 2016 年を最後に、販売を終了していたなまけもの

のぬいぐるみ「なまけたろう」を約 5 年ぶりに再販売し注目された。 コロナ禍で日本中が非常

事態宣言に覆われ、いつもと違う不自由な生活が強いられ、その時間が長くなるにつれて人と

のコミュニケーションができないことによる「孤独」が問題視されてきた中、「なまけたろう」は頑

張ることができない時、気持ちに優しく寄り添い「大丈夫、大丈夫」と囁き、励ます存在として登

場した。 

 

参考資料：5年ぶりに再販された なまけたろうのぬいぐるみ 
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出典：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000080723.html 

 

また 2021年 10月には株式会社ジャルパックが「ぬいぐるみハワイモニター＆研修ツアー６

日間」を販売した。通常ならジャルパックが企画した旅行プランに沿って人間がハワイを満喫

するところだが、コロナ禍の影響で人の往来が厳しく制限され、海外旅行が不可能になったこ

とを受けて、お客さんが所有のぬいぐるみをお預かりし、実際にハワイにぬいぐるみが渡って

彼らがハワイ旅行を体験するツアーが販売され、ぬいぐるみが現地を満喫する様子は SNS を

通じてシェアされた。 

 

ぬいぐるみを用いた活動は日本のみならず海外でも話題となった。BBCが 2020年 4月に

配信したニュースによると、「Teddy bear hunt」と呼ばれるアクティビティに子供から大人まで

世界中の人が参加した。Teddy bear huntは、自宅の窓辺に外から見えるようにぬいぐるみを

置き、道路など自宅の外からぬいぐるみを探してもらうゲームの一種で、ロックダウン下の都市

で地域の人とのつながりを感じたり、ロックダウン下でも出勤が必要な郵便配達員や医療従事

者などエッセンシャルワーカーに感謝を伝えたりする活動として行われた。 

このように、少子化で玩具市場の縮小が危惧されてきた一方で、新型コロナウイルス感染症

の長期化によりぬいぐるみ市場は拡大しており、その背景には癒しや人々とのつながりをぬい

ぐるみに見出す人が増えている。また、この活動は子どものみならず大人が積極的に参加して
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いることが示唆される。 

 

コロナ禍でぬいぐるみ市場が活性化する一方で、ぬいぐるみを取り巻く環境には課題がある

と考える。この課題は、既述した通り「ぬいぐるみに対する無意識の偏見を持っている」人が世

の中に存在していることである。先に述べたダイバーシティの中でも特に、深層的ダイバーシ

ティの推進に関連する。ぬいぐるみ本体に起因するのではなく、ぬいぐるみを所有する人と、

その人を認識する他者の意識、つまり、ぬいぐるみに対して抱く、無意識の偏見という課題で

ある。 

ぬいぐるみは身近な玩具であり、誰しもがこども時代に一緒に遊んだ思い出や、自分の子

供が所有していたぬいぐるみに関するエピソードを持っている。 

しかし、ぬいぐるみを販売する WEB サイトを見みると、ぬいぐるみの商品カテゴリは「子ども

向けギフト」に分類されていることが多く、ページには幼い児童が商品であるぬいぐるみを抱く

写真が添えられている。 

 

  



12 

 

参考資料：ぬいぐるみオンラインショップのイメージ 

 

 

出典：https://www.steiff-onlineshop.com/SHOP/68959/list.html 

 

 

このように世間一般的には、ぬいぐるみは子どもが持つ玩具とみなされており、どちらかとい

えば男児よりも女児をイメージすることが容易い。 

 

一方で、世の中にはぬいぐるみを趣味の一つとして楽しむ大人もいる。筆者もその一人であ

る。2007 年に社会人になってから十数年間、ぬいぐるみが好きな大人（ぬいぐるみ愛好者）に

対して世間が抱くイメージは「必ずしも良いものとは限らない」と感じる経験を何度も繰り返して

きた。例えば、出張先でビジネスホテルでの快眠のお供にぬいぐるみを持参したことを同僚に

話すと、「気持ち悪い」と倦厭されたり、ぬいぐるみを会社のデスクにディスプレイしていたら上

司から「周囲からの業務に対する評価に影響を及ぼすからしまうように」と指導を受けたりした。

他にも、飲み会で親しくなった異性に「ぬいぐるみが好きで自宅にお気に入りのぬいぐるみが

ある」と伝えると、好意的な態度だった人が一転、軽蔑するような態度へ変わったり、職場の人

からは「ぬいぐるみが好きなのに、仕事ができるよね」などのように、ぬいぐるみが好きという個

性はネガティブの性質があるかのように扱われたりしてきた。ぬいぐるみという趣味を持つこと

で、会社でもプライベートでも生きづらさを感じていた。 

https://www.steiff-onlineshop.com/SHOP/68959/list.html
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このような体験をぬいぐるみが好きな大人たちに話すと、共感を呼び、同じような経験をもつ

集団がいることを認識した。 

 

偏見の低減だけでなく、ぬいぐるみ愛好者たちの生きづらさを解消することも、ダイバーシテ

ィ社会推進のためには必要な課題であると考えられる。なぜならば、誰もが自分らしさを肯定し

ながら活躍する社会こそが、世界が目指している持続可能な多様性社会と言えるためである。 

 

 

1.2 本研究の目的 

 これまでみてきたように、深層的ダイバーシティ領域における無意識の偏見の低減を定量化

した事例はなく、差別や偏見の対象となり、生きづらさを感じているぬいぐるみ愛好者に対して、

ウェルビーイング向上を確認した研究もない。また、テーマを問わず、ぬいぐるみ愛好者に対

する研究はほとんど行われていない。 

 よって、本研究は、ぬいぐるみ愛好者に対する無意識の偏見の低減と、生きづらさの解消

を同時に実現する手法を開発し、その効果を確認することを目的とする。 
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第2章 ぬいぐるみビジネスのデザイン 

本章では、ぬいぐるみ愛好者に対する無意識の偏見の低減と、生きづらさの解消を同時に

実現する手法の開発を行う。手法は、ビジネスとして成立することを前提とする。ビジネス開発

は「システム×デザイン思考」の考え方(前野隆司 2014)を用いて、本研究の目的を達成でき

るアイディアを提案する。 

ビジネスの開発を取り入れた理由は、社会課題解決を目指すためには、持続的に社会へ

実装することが大切であり、ビジネス化することで資金や人材不足などの障壁を小さくするため

である。 

  

2.1 ぬいぐるみビジネスデザインの手順 

 ぬいぐるみビジネス開発の手順は、システム×デザイン思考（前野2014）より技法を用いてソ

リューションを導く。その、手順と使用する技法は以下の通りである。 

 

図 2 ぬいぐるみビジネスの開発プロセス 

 

 

 

開発手順は、オブザベーション→アイディエーション→プロトタイピングの順に進める。オブ
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ザベーションでは、ステークホルダーの特定、要求分析、インサイトを把握する。これらは、ステ

ークホルダー分析、ライフサイクル図を用いる。 

アイディエーションのステップでは、現状を把握し課題を抽出する。抽出された課題から新し

い価値を検討し、実現可能性の高いビジネスアイディアを検討する。これらは、フィールドワー

ク、ステークホルダーインタビューで現状の生の声や実態を把握し、バリューグラフ、親和図、

強制連想法、二軸図、ピュー・コンセプト・セレクション、因果ループ図の技法を用いる。 

プロトタイピングのステップでは、実際にソリューションとして出たアイディアをビジネスとして

実装するとともに、偏見低減の検証で使用するコンテンツ（動画）のシナリオを作成する。 

 

 

2.2 ぬいぐるみビジネスの設計 

2.2.1 オブザベーション 

 ぬいぐるみ愛好者のステークホルダー（利害関係者）を、ステークホルダー分析手法で特定

する。プログラム及びプロジェクトにおいて、ステークホルダーとの関係性は重要である。ステ

ークホルダーの特定は、プロジェクトに影響を及ぼすか影響を受ける個人、集団、組織を明ら

かにすることである(関口幸治 and 岡田公治 2021)。 

 

図 3 ぬいぐるみ愛好者のステークホルダー分析 
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 ぬいぐるみ愛好者のステークホルダーは、ぬいぐるみ、家族、友人、同僚、ぬいぐるみ関連

企業、ぬいぐるみ作家、メディア、ぬいぐるみが好きな人がいることがわかった。 

 これらのステークホルダーを、ぬいぐるみ愛好者に対する影響度と関心度の視点から、マッ

ピングした。ぬいぐるみ愛好者に対して、影響度と関心度が共に高いステークホルダーはぬい

ぐるみ本体と自分以外のぬいぐるみ愛好者であることがわかった。また、関心度は低いが、影

響度の高い存在として、同僚、友人、家族が考えられる。メディアや企業といった組織よりも、

共通の趣味を持つぬいぐるみ愛好者やぬいぐるみそのものの状態や状況に、関心を持ち影

響を受けると考えられる。 

 

 

図 4 ぬいぐるみ愛好者のステークホルダー分析 

 

 次に、ステークホルダーにも含まれる「ぬいぐるみ」の、ライフサイクルを考える。ぬいぐるみを

所有（購入等により）した当初の導入期は、ぬいぐるみに対する要求は無いが、成長期・成熟

期、衰退期において、ぬいぐるみに対する要求が発生する。 
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図 5 ぬいぐるみのライフサイクル図 

 

その要求は、誰かにぬいぐるみの写真を見せたい、話がしたいといった相手を必要とするも

のと、ぬいぐるみに服を着せたり、一緒に出掛けたりなど、自己満足によるものがある。衰退期

になると、捨てたい、修理に出したい、寄付に出したい等、外部サービスを利用することで解消

できる要求が現れる。 

  

2.2.2 アイディエーション 

ぬいぐるみビジネスの開発にあたり、既存サービスの分析と、ぬいぐるみ愛好者の実情を把

握することで、ぬいぐるみ愛好者が抱える課題を抽出する。その課題から、ぬいぐるみ愛好者

に対する新しい価値を検討し、ビジネスアイディアを提案する。 

ぬいぐるみ愛好者が抱える課題を抽出するために使用した技法は、フィールドワーク、イン

タビュー、バリューグラフ、親和図、強制連想法、二軸図、ピュー・コンセプト・セレクション、因

果ループ図である。 

  

<フィールドワーク> 

まず、既存のぬいぐるみ愛好者向けサービスを分析する。フィールドワークを取り入れて、実

際にサービスを利用したり、文献やインターネット検索を通じたりして実体を調査する。以下、

は日本におけるぬいぐるみ関連のサービスである。 
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表 1日本におけるぬいぐるみ関連サービス 

 

 

現在、国内で展開されているぬいぐるみ関連サービスは、大きく８つのカテゴリに分類できる。

誰もが想起できるサービスは、１.ぬいぐるみを「作る」（ぬいぐるみ作家、ぬいぐるみメーカー）と

２．ぬいぐるみを「売る」（店舗等での販売）である。なお、２．「売る」にはゲームセンターの

UFO キャッチャー等で捕獲するぬいぐるみも含めることにする。また、３．ぬいぐるみを「展示

する」については、テディベアミュージアムや人形の家などの博物館や、ぬいぐるみ作家が開

催する個展が該当する。４．ぬいぐるみを「廃棄する」サービスは、人形供養・ぬいぐるみ供養

と呼ばれることがある。不要になったぬいぐるみを、神社や寺で祈りを捧げてもらって廃棄処分

をしたり、NPOやNGOを通じて寄付をしたりするサービスである。お焚き上げされ、雛人形や

兜人形と合同で行われることがほとんどであるため、その様子から怖い・不気味・祟りにあいそ

うといった印象を持つ人も少なくない。 

 今述べてきた１～４のビジネスは、ぬいぐるみ愛好者に限定されず、ぬいぐるみに関心のな

い人でも一般的に利用されているサービスである。 

  

次に、利用者の多くが、ぬいぐるみ愛好者であることが想定されるサービスは、５．ぬいぐる

みを「修理する」サービスで、ぬいぐるみ病院が該当する。ぬいぐるみ病院は国内に 3 か所存

在していることが調査の結果から判明したが、需要が高く人気のサービスであり、申し込んで

から修理に至るまで１～2年待ちといわれている。また修理期間も 1か月～3か月ほどかかり、

ぬいぐるみと離れ離れに過ごす期間が非常に長い。ぬいぐるみの修理は、ひとつひとつ手作

業で行わることから、利用料も高額で 1回の修理で数千円から数万円までかかることもある。 

 

 ６．ぬいぐるみを「洗う」サービスは、大手クリーニング各社がぬいぐるみ向けの洗濯メニュー

を提供している。しかしこれは、各社がそれぞれオリジナルのぬいぐるみクリーニング専用洗濯

機を用意しているわけではなく、日本に数か所存在するぬいぐるみのクリーニングを得意とす
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る業者がまとめて請け負っている。また、大阪にぬいぐるみ温泉というぬいぐるみの洗濯サー

ビスを展開する事業者が存在する。この事業者は、ぬいぐるみ愛好者の気持ちに寄り添い、

預けてからクリーニングが終了して持ち主へ返却するまでの期間に、洗濯のための預かった

ぬいぐるみの写真を動画に加工して、利用者へ送るなどのスピタリティにあふれたサービスを

展開している。しかし、個人経営の事業者につき、そのホスピタリティを広く全国のぬいぐるみ

愛好者へ展開することは困難であることが想定される。 

筆者は実際に、両社のサービスを利用してみたが、全社の大手クリーニングチェーンは、ス

タッフがぬいぐるみに関心や愛情を持っているとは限らず、衣類などと同様にぬいぐるみを「モ

ノ」として扱われて心が痛んだ。また、仕上がりのタイミングが明確でなく、クリーニング終了ま

で約 1 か月半、ぬいぐるみが何処にいるのか、どのような状態なのかもわからずに、クリーニン

グ終了の電話を待ち続けることとなった。 

  

７．ぬいぐるみが「旅をする」サービスは、10 数年前から、ぬいぐるみ愛好者である個人が始

めたサービスで、度々メディアで取り上げられた結果、現在は複数の主催者が、ぬいぐるみが

旅するサービスを展開している。主な内容は、ぬいぐるみを宅配便で主催者まで送って、集ま

ったぬいぐるみで観光地を巡り、ホームステイをする。また、ぬいぐるみ図書館の活動が全国

で広がっている(Okazaki, Asakawa, and Ota 2016)。これもぬいぐるみを図書館に預けて、

図書館が閉鎖した夜間や休館日にぬいぐるみが絵本を読んだり、他の家から参加したぬいぐ

るみと一緒に過ごしたりするサービスである。ぬいぐるみが「旅をする」サービスは、全国どこか

らでも参加できることが魅力であるが、個人事業主やNPOが行っているケースが多く、個人の

手が届く範囲で内容が実施されており、SNS に掲載されている写真の印象は庶民的で、事業

の拡大が難しいと考える。また、最大のネックは、参加できるぬいぐるみのサイズが 15～20 ㎝

未満と小さなぬいぐるみしか参加できない点である。 

 

 最後に、ぬいぐるみと「交流する」サービスがある。近年誕生したサービスで、ぬいぐるみの写

真専用のＳＮＳ、ぬいぐるみ専用のプロフィールサイトが存在している。スマホで撮影したお気

に入りの写真を、ぬいぐるみ愛好者に最も寄り添ったサービスであると考えられる。しかし、サ

ーバー代やプログラミングを用いたシステム開発費が発生する関係で、月額ぬいぐるみ1体に

つき 1,000円前後の利用料が発生することもあり、利用者は多くない。またプロモーションが行

われていないため、その存在を知るぬいぐるみ愛好者もわずかであることが想定される。 

 

 このように、日本国内にはすでに、複数のぬいぐるみ関連サービスが展開されている。当たり

前のサービスから、ぬいぐるみ愛好者向けのニッチなサービスまで存在するが、サービスの情

報発信が十分でなく周知されていない点、利用者が主催者の周辺の愛好者に限定されており

情報の拡散やサービスの拡大ができない点、主催者の生活範囲内でサービスが行われてい
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るために魅力的なイベントに感じられない点など、様々な課題が存在する。 

 

これらの課題が障壁となり、ぬいぐるみ愛好者が本来なら喜んで利用できるサービスである

はずが、利用者が限定され、情報の拡散や事業の拡大まで至らなかったことから、ぬいぐるみ

愛好者に対する偏見が低減への貢献度が低いことが予想される。 

 

<ぬいぐるみ愛好者インタビュー> 

次に、ぬいぐるみ愛好者 13 名を対象にインタビューを行い、既存のぬいぐるみビジネスに

感じていること、ぬいぐるみ愛好者の課題と要求を確認した。インタビューは、ZOOM で一人

あたり約 60 分間行った。対象者は、筆者が運営しているぬいぐるみ専用の SNS を通じて募

集した。インタビューは２０２１年９月から１２月に実施した。 

ヒアリングによって得られた代表的な課題と要求は以下のとおりである。 

 

表 2 ぬいぐるみ愛好者の課題と要求 

 

 

インタビューから、ぬいぐるみ愛好者は長年にわたり様々な課題を抱えていることがわかっ

た。また、既存のぬいぐるみサービスに不満があることも確認ができた。既存のぬいぐるみサー

ビスに抱く不安や不満が原因で、既存サービスの利用者が限定的で拡大がなされていないと

考えられる。よって、ぬいぐるみ愛好者は、愛情を注いでいるぬいぐるみと一緒に、十分満足

のいく過ごし方ができておらず、生きづらさを感じ、ウェルビーイングが低いことが予想される。 

インタビューでほとんどの人が、ぬいぐるみが好きであることを「伝える人を選んでいる」かま

たは、「家族以外の周囲に伝えていない」ことが判明した。伝えられない理由としては、「いい

年をした大人だから」という多数の意見に加えて、「周囲から差別されていると感じるから」「安
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心してぬいぐるみの話ができる仲間がいないから」「伝えたことによって、不利なレッテルを貼ら

れそうだから」などと答えた。 

 

インタビューの結果は筆者も共感できる内容が多かった。筆者は 2016 年から SNS を通じ

て、ぬいぐるみが好きな大人限定のコミュニティを形成し、彼らが直面している悩みや不満を

収集してきた。ぬいぐるみ愛好者は、主にＩｎｓｔａｇｒａｍやＴｗｉｔｔｅｒを活用し、ぬいぐるみの写真

とその解説を度々投稿している。ぬいぐるみの写真を投稿する専用アカウントを開設し、個人

のアカウントとは別で運用している人も多い。2019年 11月に筆者が SNSを通じてフォロワー

にアンケート調査した結果、「職場や友人にぬいぐるみが好きなことを伝えていますか？」とい

う質問に対して、５５％が秘密にしていると回答した（回答者４７名、Ｉｎｓｔａｇｒａｍのアンケート機

能利用）。その背景には、ぬいぐるみが好きであるだけでなく、「ぬいぐるみを被写体にして写

真を撮影」したり、「ぬいぐるみと出かけたり」していることを、職場や友人に内緒にしてなるべく

穏便に済ませたいといった理由からであった。 

 

以上のことから、ぬいぐるみ愛好者は、ぬいぐるみが好きであることに対して慎重かつ悲観

的であり、周囲からの評価を気にして精神的「生きづらさ」を感じている。生きづらさのみならず、

ぬいぐるみが好きな自分を肯定できない一種の「後ろめたさ」を感じていることも考えられる。 

 

 <バリューグラフ> 

 インタビューから得た情報を受けて、ぬいぐるみ愛好者は「なぜ、ぬいぐるみに愛情を注

ぐのか？」を確認するために、バリューグラフを用いて、「ぬいぐるみを可愛がる」ことに対す

る上位の目的と、それを実現する代替案を導き出した。 

ぬいぐるみ愛好者がぬいぐるみを可愛がる上位の目的の例として、「人間関係のわずらわし

さから解放されて癒しを求める」、「病気や家庭の事情で子育て経験のない人が子供代わりと

して愛情を注ぐ」、「恋人などパートナーの代わりを務めている」などがあった。また、そのさらに

上位概念を考えると、「気ままな生活をおくるため」、「自己肯定感を高めるため」、「生きがいを

感じるため」、などが考えられた。 

それらの代替手段としては、ペットを飼う、推し活をする、など他の趣味やパートナーをみつ

けることで目的が達成できる可能性が示唆されたが、身近で手軽に実現できる代替案として、

「SNS をみる」「生涯の仲間を作る」「旅行にいく」「体験に参加する」「褒められる行動をする」

これら５つの行為は既存のぬいぐるみビジネスに関連する行動でもあるので、ビジネス提案の

検討要素として考慮することにする。 
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表 3 ぬいぐるみ愛好者のバリューグラフ 

 

 

 

 <親和図> 

 フィールドワーク、インタビューで収集した情報を整理して、ビジネス開発に必要なニーズの

傾向や問題点を可視化する。収集した情報とは、既存のぬいぐるみビジネスに関する課題と、

ぬいぐるみ愛好者の要求、課題のことである。なお、親和図法とは、情報の意味の近さに基づ

いてグループに分類する手法である（前野 2014） 
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表 4 親和図：ぬいぐるみ愛好者の要求と既存ビジネスの課題 

 

 

親和図では、10のグループが作成できた。それぞれグループを以下のように名称を付けた。 

 

表 5 親和図：考慮すべき 10のグループ 

 



24 

 

各グループを説明すると、「１、ぬいぐるみと同伴が大前提」とは、ぬいぐるみを宅配便など

利用せずに、一緒に参加できたり、一緒に出かけたりすることである。 

「２、主催者情報が丸裸」とは、誰が運営しているのか、それはどんな人なのか、事前に確認

ができることである。 

「３，プロによる写真撮影」とは、インタビューによりぬいぐるみ愛好者は自分のぬいぐるみに

対して、「もっと可愛く写真を撮ってあげたい」と思ったり、「本当の子供のように成長やイベント

に合わせて写真館でプロに写真を撮ってもらいたい」と思ったりしていることが確認できた。イ

ンタビューでは、「ぬいぐるみをスタジオアリスに連れていきたい」「ぬいぐるみ専用の写真スタ

ジオを作ってほしい」と具体的な要望が寄せられた。 

「４、ジェンダーニュートラル」とは、男性も女性もどちらの方も平等に利用できることである。

既存のぬいぐるみビジネスで、女性限定と書いてあるサービスは調べたところないが、男性は

参加を躊躇している傾向がある。あえて、男性の参加を歓迎することを記載することで、ジェン

ダーニュートラルを実現できると考える。 

「５、心理的安全性が高い」とは、主催者の顔が見えていることによる安心に加えて、他の参

加者とも適切な関係で良好なコミュニケーションをとることを意味している。背景には、ぬいぐる

み愛好者のＳＮＳコミュニティでしばし荒らし行為をする人がいること。また、既存のぬいぐるみ

サービスは、主催者のみならず参加者の顔もわからないことが多いため、どんなお家からきた

ぬいぐるみが自分の大切な子と一緒になるのかわからなくて不安を抱えているのである。ぬい

ぐるみ愛好者同士の良好なコミュニケーションは、自己肯定感を高めたり、自分の心地よい居

場所を見つけたりすることにつながり、ウェルビーイング向上と関連してくる。 

「６、安心できるリモート環境」とは、居住地域以外で開催されるぬいぐるみビジネスやイベン

トに、宅配便などを利用してぬいぐるみを参加させることができることである。可愛い子には旅

をさせよ、と言うが、ぬいぐるみ愛好者にとって可愛い子とは愛情を注いでいるぬいぐるみを指

す。本当は、ぬいぐるみと一緒に参加したいが、ぬいぐるみと自分にとってメリットが高いと感じ

るサービスには、旅をさせてでも参加させたい。でも現在は、主催者の顔が見えないことなどに

よる不安から、旅に出すのを躊躇してしまっている。 

「７、お隣のぬいぐるみ事情がわかる」とは、自分以外のぬいぐるみ愛好者がどのようにぬい

ぐるみに愛情を注いでいるのかが知りたいということである。例えば、ぬいぐるみと会話をする

際に、ぬいぐるみの声は自分で出すのか、頭の中で考えるのか、ぬいぐるみに名前を付ける

場合どうやって名付けているのか、ぬいぐるみに性格はあるのか、家族とぬいぐるみはどんな

関係性なのか、といったようなことを知りたいと思っている。「ぬいぐるみ専用のＦａｃｅｂｏｏｋサイ

トがほしい」という声もあった。 

「８、ワンランク上の贅沢」とは、ぬいぐるみは自らの意思で動いたり、成長したりしないことか

ら、ぬいぐるみの行動範囲や生活は、愛好者のそれと変わらないという背景がある。ぬいぐる

み愛好者のぬいぐるみは人格が付与されており、愛好者の世界観の中でぬいぐるみは成長し、
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生きている。また、ぬいぐるみ愛好者の生きづらさの中に、ぬいぐるみが好きであることに対し

て周囲から、「いい歳をして大人のくせに」「オタクっぽい」「メンヘラだと思われそう」などのネガ

ティブな印象を持たれているという自負がある。そのため、ぬいぐるみと一緒に、大人としてふ

さわしい、大人ならではの、子供っぽいと思われない、内容を求めている。 

「９、差別、偏見の余地を阻害する」というのは、ぬいぐるみが好きであることが、変なこと、お

かしいこと、めずらしいこと、ではないという世界を見出すことである。ぬいぐるみが好きである

ことに対して、差別的な態度をとられたり、偏見の感情を持たれたりするのではなく、当たり前

のここや自然のこととしてとらえてもらいたいし、そっとしておいてほしいという意味もある。 

「１０、周囲に自慢できる」については、職場の同僚や友人、時には家族に対しても控えてい

るぬいぐるみの話題を、自虐的だったり、ネガティブな内容で伝えたりするのではなく、ポジテ

ィブで誇りに思えることとして伝えられることである。インタビューの中では、わざと周囲に、ぬい

ぐるみの話題を自虐的なオチを用意して、ネガティブに話して、話を聞いてもらっているという

人もいた。「ぬいぐるみが成長していることを誰かに伝えたい」「ぬいぐるみも立派な社会の一

員であることを証明したい」という声もあり、インタビューでは、ぬいぐるみが仕事をしたり成長し

たりする様子が伝えられる「ぬいぐるみ版キッザニアがほしい」という声があった。 

 

このように、親和図で導いた 10個の要素を、ぬいぐるみビジネスを開発する際に考慮するこ

で、ぬいぐるみ愛好者のウェルビーイング向上が期待できると考えられる。 

 

<強制連想法> 

続いて、強制連想法の技法を用いて、ぬいぐるみビジネスの具体的なアイディアを出す。 

強制連想法で用いたのは、バリューグラフで導いた「ぬいぐるみを可愛がること」の代替行為５

つと、ぬいぐるみ愛好者インタビューで多く聞かれた３つの要望を掛け合わせてアイディアを

考えることにした。 

 ぬいぐるみを可愛がることの代替行為は、１、褒められる行為をする ２，ＳＮＳを見る ３，生

涯の仲間を作る ４，旅行に行く ５、新しいことに挑戦する である。 

 ぬいぐるみ愛好者インタビューから抽出した要望は、１、ぬいぐるみと一緒 ２，周囲の目をき

にしない ３，共通の趣味を持つ仲間ができる である。 
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図 6 強制連想法によるビジネスアイディア創出 

 

 まず、強制連想法を用いて、アイディアにつながるキーワードを書き出した。このキーワード

によって、「親ばか」「挑戦する」「勉強する」「全員ぬいぐるみが荷物」などの言葉が想起できた。 

これらのキーワードから、７つのビジネスアイディアを考えた。下記の表に記述したメリット・デメ

リットはぬいぐるみ愛好者のウェルビーイング向上と実装する際の障壁、２つの視点で考えた。 

 

  

表 6  ぬいぐるみビジネスアイディア 

 

 

１、 ぬいぐるみの学校 

その名の通り、ぬいぐるみが通う学校である。メリットとしては、クラスメイトを通じてぬいぐ
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るみに友達がで、進級制度を取り入れることで繰り返し参加ができる、ＰＴＡ制度によっ

てぬいぐるみ愛好者同士のコミュニティができる、ことなどが考えられる。また、学校は誰

もが通った経験があるので、イメージを連想しやすい。そして、子育て経験のないぬいぐ

るみ愛好者にとっては、ぬいぐるみを学校に通わせる経験によって、パパ友ママ友を通

じて子育ての疑似体験ができる。デメリットは校舎となる場所が必要になること、毎日通う

設定にした場合に利用者が集まるかわからない。また一か所に作ってしまうと、エリア限

定となりぬいぐるみ愛好者の要求にあった「ぬいぐるみと一緒」が叶わなくなる。企画力

を必要とする。 

 

２、 ぬいぐるみと同伴ツアー 

既存のぬいぐるみ旅行サービスは、ぬいぐるみが宅配便で主催者と持ち主を往復す

るため、ツアー期間中はぬいぐるみと離れ離れに過ごす。そのネガティブな要素を改善

したものが、ぬいぐるみ同伴ツアーである。例えば、バス会社や航空会社と一緒にぬい

ぐるみ愛好者が参加するツアーを企画する。その際に、バスや飛行機などの乗り物は、

参加者 1名につき、ぬいぐるみ用に座席を最低 1席用意することで、ぬいぐるみを荷物

ではなく、参加者としておもてなしする。また、このツアーの最大のメリットは、周囲も同じ

ぬいぐるみ愛好者であり、今まで生きづらさの原因であった、周囲の目を気にする必要

なく、ぬいぐるみと一緒に写真撮影や旅行が楽しめる点である。また同じツアーの参加

者同士で仲間になることができることもメリットである。デメリットとしては、コロナ禍が明け

たあと、ぬいぐるみ専用の 1 席を用意することでコストが発生すること、人が旅行するた

めには専門の免許が必要になるため、協力してくれる旅行会社を探すという点である。

しかし、大手旅行代理店が企画することによって、ぬいぐるみ愛好者が不安を抱えてい

た「主催者の顔が見えない」というリスクが軽減される可能性も高く、ぬいぐるみと一緒に

行く旅行ツアーは非常にニーズが高いと考えられる。 

 

３、 ぬいぐるみが主役のＳＮＳ 

ぬいぐるみ版Ｆａｃｅｂｏｏｋのようなアプリによって、国内のみならず、世界中にいるぬい

ぐるみ愛好者たちのぬいぐるみとつながることが可能になる。既存のぬいぐるみ専用

SNSアカウントと違って、一人につき１つのぬいぐるみを登録するのではなく、１アカウン

トで複数のぬいぐるみプロフィールが登録できるようにする。通常、ぬいぐるみ愛好者は、

１つのぬいぐるみを限定してかわいがるというよりは、お気に入りのキャラクターのぬいぐ

るみをサイズやお店ごとに複数個所有していることが多い。そして、同じキャラクターの

ぬいぐるみではあるが、その一つ一つにオリジナルの名前を命名して、それぞれにプロ

フィールを付与している。ぬいぐるみが主役の SNS は、そういったぬいぐるみ愛好者の

特性に合わせて、ぬいぐるみ愛好者が自分自身のぬいぐるみを登録する行為も、他の
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ぬいぐるみ愛好者のぬいぐるみプロフィールを確認する行為も、共に楽しめる仕様とす

る。また、SNS コミュニティなので、メッセージ機能やグループ機能を通じてコミュニケー

ションを深めて仲間づくりができるようにしたい。しかし、開発期間と開発にあたってエン

ジニアが必要になるため、初期費用が高いことがネックになる。 

 

４、 ぬいぐるみ写真館 

ぬいぐるみの写真を撮影して SNS へ投稿したり、時間のある時に写真フォルダを見

返したりするぬいぐるみ愛好者にとって、ぬいぐるみがまるで生きているようで、より愛お

しさを感じる写真が欲しいという要望がある。ここで注意したいのは、ぬいぐるみ愛好者

は、必ずしも自分とぬいぐるみが一緒に映っている写真が欲しいとは限らない。自己肯

定感が低く自分に自信が持てない愛好者が多いので、ほとんどの写真がぬいぐるみ単

独の写真である。また、彼らは子どもやペットの代わりにぬいぐるみに愛情を注いでいる

場合もあり、他の人と同じように、ぬいぐるみとひな祭りや七夕、クリスマス、誕生日、など

の記念日をお祝いする習慣がある。そこで、子どもが成長に合わせて写真館で写真を

撮るように、ぬいぐるみの写真を、写真館でプロのカメラマンに撮影してもらうことができ

たら、ぬいぐるみ愛好者はとてもうれしいものだろう。それは、写真が増えてＳＮＳへの投

稿頻度が増えるだけでなく、写真館の利用を重ねることで、ぬいぐるみの成長や共に過

ごした日々の思い出を感じることができるためである。本来は、「ぬいぐるみの写真を撮

りたい」と写真館に予約の際に伝えれば良いものの、ぬいぐるみ愛好者はその行為によ

って、自分がどのように思われるのか、写真館で偏見や差別の対象になるのではないか、

と不安に思うため、希望を口に出せずにもどかしさを感じている。そこで、ぬいぐるみ専

用の写真館または、写真館にぬいぐるみ専用サービスを設けることをひらめいた。 

 

５、 ぬいぐるみのミサ 

「ぬいぐるみの遺書を遺したい」と数年前、筆者のところに相談があった。相談してき

たのは 60代の男性で、ぬいぐるみが大好きで、出張に行くと必ず世界中の空港でぬい

ぐるみを連れて帰ってきたそうだ。そろそろ終活を考えている中で、自宅にある 300 以

上あるぬいぐるみの整理に悩んでおり、筆者に相談してきた。相談者の悩みは、遺すぬ

いぐるみと処分するぬいぐるみを決められない。どのぬいぐるみも、自分にとって大切で、

思い出のエピソードがあるから、という理由からだった。そこで、今いるぬいぐるみに感

謝をささげる会として、ミサを考えた。ミサは、通常教会で行われるもので、讃美歌を歌

い、ステンドグラスに日の光が差し込む祭壇に向かって祈りを捧げる。この祈りは、神へ

の感謝を伝えたり、懺悔をしたりする。今いるぬいぐるみに祈りを捧げて、感謝を伝える

行為を重ねることで、遺すぬいぐるみと処分するぬいぐるみの選別、神に祈りを捧げるこ

とによって、ぬいぐるみを処分する際の罪悪感から解放されると考えた。また、ミサは大
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勢が集まって行うため、ぬいぐるみ愛好者同士のつながりを生むこともできる。しかし、

実際にカトリック松戸教会の伊藤淳神父に話をうかがったところ、ミサは神にささげるもの

であり、ぬいぐるみに感謝をささげることはできないため、教会で神父立ち合いの元、ミ

サを開催することは困難であることが判明した。 

 

６、 ぬいぐるみ SPA 

 筆者のＳＮＳに一番多く寄せらせる質問が、「ぬいぐるみをどうやって洗っているか？」

を問う内容である。既存サービスで、ぬいぐるみのクリーニングがあるが、衣類と同等の

扱いを受け、クリーニングに預けてから受け取るまで１～2 か月程度の時間を要するた

め、大切なぬいぐるみと離れ離れになる寂しさや、クリーニング工場でどのような扱いを

受けるか見えない不安から利用している人は少ない。インタビューでも、ぬいぐるみクリ

ーニングの利用を検討したことがある人はいたが、利用したことがある人は全くいなかっ

た。そこで、日帰りでぬいぐるみをクリーニングできるサービスを考えた。コインランドリー

でぬいぐるみをセルフクリーニングするのだ。コインランドリーを展開するオクラボの永松

代表に話をうかがったところ、現状、コインランドリーはぬいぐるみの洗濯が不可となって

いる場合が多いそうだ。それはぬいぐるみの破損や、テディベアなど洗うことができない

ぬいぐるみが紛れ込みトラブル発生を防ぐためだそうだ。しかし、技術的には十分、コイ

ンランドリーでぬいぐるみを選択することが可能で、乾燥まで含めて数時間で完了させ

ることができると永松代表は言う。そこで、ぬいぐるみを日帰りで洗えて、そのぬいぐるみ

とコインランドリーに行く体験が、一つのイベントになるようなぬいぐるみのＳＰＡサービス

を考えてみた。 

 

７、 ぬいぐるみ同伴者限定カフェ 

「ＳＮＳで人気のカフェに行ったけれど、周囲の目が気になってぬいぐるみが出せな

かった。」ぬいぐるみ愛好者であれば、誰しも共感するエピソードである。インタビューで

も、ぬいぐるみと一緒に利用できるカフェなど身近なお店が欲しいという声があった。そ

こで、ドレスコードがぬいぐるみのカフェを考えてみた。ぬいぐるみを連れてきてもいいカ

フェだと、ぬいぐるみを連れてこない人の存在が気になって、ぬいぐるみ愛好者は楽し

めない。周囲の目を気にせず、ケーキを食べたそうにしているぬいぐるみの写真を撮影

したり、大人の真似をしてカフェでくつろいだりするぬいぐるみの写真を撮りながら、ぬい

ぐるみと一緒に時間を過ごすことができることが魅力である。カフェは営業許可や開業

にあたり設備投資が必要で、新規開業は現実的ではないため、協力してくれるカフェを

探すハードルがあると考えられる。 

 

 このように、７つのビジネスアイディアを考えた。 
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<二軸図法> 

これら７つのアイディアから、実現性の高いビジネスを検討する。実現性の障壁となる、準備

の困難さと、準備にかかる費用を軸において、二軸図法を用いて確認した。 

 

 

図 7 プロタイピングのハードル 

 

 ぬいぐるみが主役の SNS は、開発期間とエンジニアの採用が必要でコストと準備が困難

であった。ぬいぐるみと行くツアー、カフェ、SPA も、新規で事業化するハードルが高く、既

存企業への営業活動をしてアライアンスを組む必要がある。ぬいぐるみ写真館は、難易度・

コスト共に壁は控えめであるが、カメラマンと専用スタジオの用意が必要であることから、筆

者自らの企画力と準備で完結できると想定した、ぬいぐるみの学校とぬいぐるみのミサを、ビ

ジネス化の候補に残した。 

 

<ピュー・コンセプト・セレクション> 

 ここまでの行程で絞った２つのアイディアのうち、ぬいぐるみ愛好者のウェルビーイングをより

向上できるサービスを確認した。確認には、ピュー・コンセプト・セレクションを用いた。基準とす

るサービスは、既存ぬいぐるみサービスの中で一番人気と話題性の高い「ぬいぐるみ病院」を

選んだ。比較を行う項目（評価軸）は、親和図法で抽出した 10のグループを用いた。 

 検討した結果、ぬいぐるみの学校が優れていると判断した。 
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図 8 ２つのビジネス候補を比較検討 

 

 ここで、ぬいぐるみの学校を実装することを前提として、改めてその企画について考えてみた。

ぬいぐるみと一緒に参加する、ぬいぐるみを通じて子育ての疑似体験をする、ぬいぐるみの記

録や写真を楽しむという要素を取り入れた方が、愛好者たちが楽しいと感じると思い、ぬいぐる

みの学校を、ぬいぐるみの保育園にすることを思いついた。 

 保育園にすることで、ぬいぐるみを送迎する、ぬいぐるみの様子をれんらく帳で確認するとい

った行為が当たり前であることや、地域の保育園は乳児から児童の直前までの広い年代で、

様々な家庭の子供が通っているので、いろんなキャラクターのぬいぐるみが集まることからも親

和性が高いと考えた。 

 

 <因果ループ図> 
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 アイディエーション最後のステップとして、ぬいぐるみ保育園が、本研究の目的である無意識

の偏見低減と、ぬいぐるみ愛好者のウェルビーイング向上を満たすことが可能かを確認した。 

 結果、ぬいぐるみ保育園は、ぬいぐるみ愛好者のウェルビーイングの向上と、無意識の偏見

低減が実現できることがわかった。また、無意識の偏見低減を実現するためには、ぬいぐるみ

保育園の活動がメディアで話題になり、一般に認知されることを経る必要があるため、活動の

啓発を行うまでをビジネスの範囲とする。 

 

 

図 9 ぬいぐるみ保育園 因果ループ図 

 

2.2.3 プロトタイピング 

ぬいぐるみ保育園のアイディアをカタチにして、検証の準備をする。ぬいぐるみ保育園を開

催し、ぬいぐるみ愛好者に参加してもらい、その情報を一般の人が認知することで、ぬいぐる

みに対する偏見が低減するかを検証する。なお、偏見低減の検証は、プレゼンテーション動

画を用いる。 

まず、ぬいぐるみ保育園で実施するアクティビティの企画を考えた。それから、参加者がイメ

ージしやすいように、メインビジュアルやイメージ図を製作した。ジェンダーニュートラル、ワンラ

ンク上のオシャレの要素を入れるために、メインビジュアルはチョークアーティストに依頼した。

イラストには、どんなことが行われるのか、一瞬で理解しやすいように、ぬいぐるみが保育園で

過ごす様子を描いた。 
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図 10  ぬいぐるみ保育園 イメージイラスト 

 

  

 次に、ぬいぐるみ愛好家の参加者を募集するにあたり、1日のイメージ図を作成した。 

 

 

 

図 11  ぬいぐるみ保育園参加者募集資料の一部 

  

  ぬいぐるみ保育園の内容は、1 日完結型のイベントとした。本来、保育園は０歳児から小学

校就学前まで継続して通うことが前提であるが、ぬいぐるみは物理的には成長しないこと、ぬ
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いぐるみに対して捻出する費用に程度があるため、単発で参加できるスタイルが良いと考えた。  

 

ぬいぐるみが朝、保護者と一緒に会場まで通園する。保育園へ到着後、ぬいぐるみは夕方

まで保育園で預かるため、持ち主とぬいぐるみは離れて過ごす。保育園では、他の家から集ま

ったぬいぐるみたちと一緒に、入園式、身体測定、お弁当、お遊戯会、公園遊びなどをして過

ごす。ぬいぐるみ自身は自分で動くことができないため、ぬいぐるみ保育園では、専属の先生

を配役した。ぬいぐるみ保育園の先生が、ぬいぐるみがまるで生きているかのように、ぬいぐる

みを扱い、入園式に参加し、お弁当を食べている様子、遊んでいる様子の様々なシーンを写

真に収める。撮影した写真は、ぬいぐるみ保育園参加者である「保護者」の元へ、保育園終了

後に送る。 

 また、保育園で過ごした様子を、先生が連絡帳に記載する。夕方、参加者がぬいぐるみをお

迎えに来た際に、連絡帳とぬいぐるみを一緒に返す。連絡帳は、ぬいぐるみそれぞれが持つ

個性を保育園で発揮したことを記入したり、ぬいぐるみを通じて参加者を「褒める」内容を記入

したりするルールを作った。そのために、保育園に参加した保護者に対して、事前に、入園す

るぬいぐるみのプロフィールや性格などを登録してもらった。 

  

 なお、プロトタイピングの実施には、クラウドファウンディングを用いて資金集めと参加者募集

を同時に行った。併せて、ぬいぐるみ保育園の参加検討者に説明会を実施した。クラウドファ

インディングは、100名の支援者によって、総額 876,100円資金確保に成功した。説明会とク

ラウドファウンディングは、ぬいぐるみ愛好者からの要望である「主催者の顔が見える」ことを考

慮した結果である。 

 

 

参考資料：Campfireによるクラウドファウンディング実施 
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  実際に、以下の通り、プロトタイピングへの参加者が集まった。そして、実際に実施したぬ

いぐるみ保育園の記録写真を用いて、ぬいぐるみ保育園の啓発動画を作成し、ぬいぐるみ愛

好者に対する偏見低減の検証に使用した。なおぬいぐるみ保育園は、保育園の企画・準備か

ら実施、その後の啓発活動までが一連のビジネスモデルである。 

 

表 7 ぬいぐるみ愛好者のプロトタイピング参加者 
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第3章 提案したビジネスの検証 

本章では、第２章において、筆者が開発したぬいぐるみビジネスの有効性を確認した結果

について述べる。具体的には、提案した複数の事業アイディアから、仮説検証の要件を最も満

たしている「ぬいぐるみ保育園」を検証対象とした。ぬいぐるみ保育園の参加者に対し、保育

園参加後に人生満足尺度、感情的幸福、幸せの 4因子に関するアンケート調査を行い、参加

前・後の平均値を有意差検定することによって、ウェルビーイング向上効果の確認を行った。 

また一般に対し、ぬいぐるみ愛好者に対する偏見低減を、ぬいぐるみ保育園事業について

知る前・後のネガティブイメージの平均値を有意差検定することによって確認を行った。 

 

3.1 検証方針 

3.1.1 検証する事業の選定 

本検証には「ぬいぐるみ保育園」を用いる。ぬいぐるみ保育園を検証対象として選択した背

景は、以下の通りである。 

  

(a) 因果ループ図により、ぬいぐるみ愛好者に対する偏見低減とぬいぐるみ愛好者のウェ 

ルビーイング向上を同時に叶えられることが確認できた 

(b) 保育園は誰にとっても身近で、内容を理解しやすい 

(d) 全国にいるぬいぐるみ愛好者が参加できる設計 

 

(a) 因果ループ図法により本検証の目的を確認できた 
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図 12 因果ループ図（図９再掲） 

 

 

(b) 保育園は誰にとっても身近で、内容を理解しやすい 

 保育園は自らが乳幼児期に通ったり、保護者として利用したりした経験の有無に問わず、

世界中に存在し、親和性が高いため、誰もが内容を想起しやすい。 

 

（ｃ）全国にいるぬいぐるみ愛好者が参加できる 

 ぬいぐるみ愛好者は全国にいる。しかし、資金と運営人材確保の点から、筆者が活動する

大都市圏での検証実施が前提となる。保育園であれば、ぬいぐるみを“預かる”という性質

から、ぬいぐるみ愛好者の多様な生活スタイルに合わせて、宅配便を利用して全国から参

加が可能である。 

  

これらの理由により、ぬいぐるみ保育園を検証に用いることに決定した。 

 

 

3.1.2 検証対象者 

ぬいぐるみ保育園の妥当性を検証するために、検証の対象者を以下の図に示す。 
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表 8 ぬいぐるみビジネス検証対象者 

 

 

上記の通り、偏見低減の検証対象者は一般（成人）を対象とし、ぬいぐるみ愛好者である

か否かは問わない。 

 

ウェルビーイング向上の検証対象者は、ぬいぐるみ保育園へ入園したぬいぐるみの“保護

者”とする。ぬいぐるみ保育園へ入園するぬいぐるみは、ぬいぐるみ愛好者を対象に参加者

を募集する。彼等に対する参加募集の案内は、主催の顔が見えることが重要になるため、筆

者が運営するぬいぐるみ専用ＳＮＳを用いて説明会を行うと同時に、１、２回目はクラウドファ

インディングサイトを利用して募集をかけた。３回目のぬいぐるみ保育園参加者は、筆者のＳ

ＮＳ、専用サービスサイトを通じて募集した。 

 

 

3.1.3 検証方法 

 ぬいぐるみ保育園の活動を通じて、（１）ぬいぐるみ愛好者に対する偏見低減と、（２）ぬいぐ

るみ愛好者のウェルビーイング向上、この２つを検証する。 

  

（１）ぬいぐるみ愛好者に対する偏見低減 

日本人の実態に即して、一般の意見を地域や年代の偏りなく幅広く収集出来ること、また収

集した結果を定量的に分析できることを考慮し、インターネットによるアンケート調査を実施し

た。アンケート調査については、回答者から調査票により収集した情報について、個人を特定

しない形式で取り扱うこと、回答は任意であることを伝えた。調査数は、期日までに回答された

４６名の回答を定量的・定性的に分析した。 
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図 13 アンケート調査の流れ 

  

上記のように、最初に、ぬいぐるみ愛好者に対して抱いている偏見の有無を調査する。偏見

の有無は、ぬいぐるみ愛好者に対して抱いているネガティブなイメージに回答してもらうことで

計測する。ここで示したネガティブなイメージ群は高田らが行った、オタクに対するステレオタイ

プを検証した際のアンケート項目を参考にして作成した(菊地学， 尹成秀 2020)。 

アンケートの質問項目は以下の通りである。35 のイメージについて、１、とてもそう思う～５．

まったくそう思わないまでの 5段階で回答してもらった。 
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表 9 ぬいぐるみ愛好者に対するネガティブイメージアンケート 
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 これらのネガティブなイメージは、あくまでもオタクに関する先行研究を参考に検証を目的と

して設定している。筆者がこのようなネガティブイメージに対する偏見を所有しているわけでは

ない。 

 

次に、約 10 分の啓発動画を視聴してもらった。この動画は、ぬいぐるみ保育園の全体像が

説明されている動画で、ぬいぐるみ保育園の概要、誕生の背景、ぬいぐるみ愛好者たちがぬ

いぐるみを愛する主な理由などについて説明している。内容は、深層的ダイバーシティ推進の

障壁となっている、無意識の偏見を低減する３つの要素を取り入れた。 

 

 

図 14 検証動画の内容（一部） 

 

動画視聴後、再度、ぬいぐるみ愛好者に対して抱くネガティブなイメージアンケートに回答

してもらうことで偏見低減を検証した。調査項目は、視聴前に回答した内容と同じである。 
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（２）ぬいぐるみ愛好者のウェルビーイング向上 

ぬいぐるみ愛好者に対しても、偏見低減の調査と同様に、地域や年代の偏りなく幅広く収

集出来ること、収集した結果を定量的に分析できることを考慮し、インターネットによるアンケ

ート調査を実施した。調査数は、ぬいぐるみ保育園参加者延べ８４名のうち、調査への参加

に同意を経た５３名に対してメールを用いてアンケート調査用の URL を送付。期日までにア

ンケートへ回答した２０名の調査結果を定量的・定性的に分析した。 

ぬいぐるみ保育園参加後に、人生満足尺度、感情的幸福、幸せの４つの因子に関するア

ンケート調査を行い、参加前・後の差を有意差検定することによって、ウェルビーイング向上

の確認を行った。 
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表 10 人生満足尺度のアンケート 
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表 11 感情的幸福のアンケート 
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表 12  幸せの 4因子アンケート 

 

 

 <ぬいぐるみ保育園開催概要> 

 検証にあたり、ぬいぐるみ保育園を以下の通り開催した。 

 

表 13 ぬいぐるみ保育園開催概要 
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上記の通り、ぬいぐるみ保育園は 3 回に分けて全９日間開催した。第 1 回と 2 回は、クラウ

ドファウンディングを通じて参加者を募集し、東京と大阪の２都市で開催した。大阪を開催都市

に入れた理由は、ぬいぐるみ愛好者向けのイベントは都内での開催はしばしみられたが、関

西圏で開催されている様子がなかったため、関西在住のぬいぐるみ愛好者に喜んでもらいた

いという思いで、大阪を開催都市に含めた。 

第 3 回目は、予算と人材確保の点から東京開催のであったが、北海道から宅配便を使用し

てお泊り保育を利用する参加者もいた。 

 

3.2 偏見低減の検証結果 

 一般の人が抱く、「ぬいぐるみ愛好者に対する偏見」に関してアンケートを行った結果につい

て述べる。 

 まず、ぬいぐるみ愛好者に対する偏見の調査結果を図 15に示す。 

図中、＊は、平均値の差のｔ検定の結果、それぞれ、５％の有意水準で有意差があったこと

を示す（他の図も同様である）。 

 

＊ｐ＜．０５ 

図 15 ぬいぐるみ愛好者に対するネガティブイメージの比較 

 

 図１５の左軸は、ぬいぐるみ保育園の活動を知る前のぬいぐるみ愛好者に抱く偏見の平均

値、右軸がぬいぐるみ保育園の活動を知った後の平均値である。活動を知る前・後の平均値

をｔ検定した結果、Ｐ(t)=0.000344858 で５％の有意水準で有意差があり、活動を知ることで、

ぬいぐるみ愛好者に対する偏見が低減することが確認できた。本検証は、スコアが低い方が

肯定的で、スコアが高い方が否定的な回答であるため、視聴前より視聴後にスコアが高い方

へ変化していることは、「ネガティブなイメージに対して否定的になった＝ネガティブイメージが
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改善された」ということである。 

  

動画視聴前、特に偏見としてスコアの高かったイメージ TOP３は、「妄想しやすい」（2.5）、

「幼い」（2.56）、「おとなしい」(2.8０)であった。これら３つは、動画視聴後に、それぞれ「妄想し

やすい」（2.5→4.10） 、「幼い」（2.56→3.43）、「おとなしい」(2.80→3.47)へすべてのスコア

の改善が見られた。 

 

 

図 16 ネガティブなイメージ上位３つの変化 

 

次に、偏見を男女別に確認した結果を以下の図に示す。 
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＊ｐ＜０．０１ 

図 17 ぬいぐるみ愛好男性に対するネガティブイメージの平均値 

 

 

 

 

ぬいぐるみ愛好者男性に対する偏見は、動画視聴前は回答者の 45.7%が抱いていた（１．

とてもあてはまる、２.ややあてはると回答した者の割合）。しかし、動画視聴後に偏見を抱いて

いる人は 19.6％に減少した。視聴前・後の男性に対する偏見の平均値の差をｔ検定した結果、

Ｐ（ｔ）＝5.174131E‐07で１％の有意水準で有意差を認めた。 

 

 

 

図 18  動画視聴前 ぬいぐるみ愛好男性に対するイメージ 

45.7％がネガティブ 
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 また、ぬいぐるみ愛好女性に対する偏見は、動画視聴前が 10.9％、動画視聴後は 8.7％

であった。動画視聴前の女性に対する偏見は、当初想定した数値よりも低かったが、「3.ど

ちらともいえない」と回答した人 19.6％であった。このことから、ぬいぐるみ愛好女性に対し

てネガティブかポジティブか判断しづらい、あいまいな印象を抱いている人が一定数いるこ

とがうかがえる。 

 

＊ｐ＜０．０５ 

図 19 ぬいぐるみ愛好女性に対するネガティブイメージの平均値 

 

 

 

図 20 動画視聴前 ぬいぐるみ愛好女性に対するネガティブイメージ 

 

 アンケート内で、ぬいぐるみ愛好者に対して抱くイメージの変化について定性的に確認した

結果、「ぬいぐるみ愛好者が過去苦労してきたことを初めて知った」「ぬいぐるみ愛好者さん等
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にあった背景に驚いた。ぬいぐるみには多様なバックグラウンドを持つ人同士をつなぐ優しい

魔力のようなものがあるのだなと思った」など、ぬいぐるみ愛好者が偏見の対象であったことを

初めて認知した人もいた。 

また、ぬいぐるみ愛好者に対する偏見を低減する方法について自由回答を求めたところ、

「ぬいぐるみが好きな理由を知ること」「ぬいぐるみに関する活動の情報発信をすること」「ぬい

ぐるみを持つことで得られる経験価値を知らせること」など、積極的な情報発信によって、偏見

を低減できる可能性があるという回答が多く確認された。一方で、「ネガティブな印象を変える

ことは難しい」と回答する人もおり、その理由としては「祖父母・両親世代に遡って意識改革が

必要」「ぬいぐるみは子どもが遊ぶものという印象が強い」「ぬいぐるみに限らずネガティブなイ

メージを変えるのは難しい」といった声を聴くことができた。 

 

3.3 ウェルビーイング向上の検証結果 

 ぬいぐるみ愛好者のウェルビーイング向上を確認した結果について述べる。 

 ぬいぐるみ保育園参加者 20 名に対し、ぬいぐるみ保育園参加後に、人生満足尺度、感情

的幸福（ポジティブ感情・ネガティブ感情）、幸せの 4 因子に関するアンケートに回答してもら

った。参加前・後のスコアの平均値の差を比較して、点数が改善している場合は、ぬいぐるみ

保育園がウェルビーイング向上に効果があることを示す。 

 

 まず、人生満足度尺度の調査結果を以下に示す。 
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＊ｐ＜０．０１ 

図 21 ぬいぐるみ愛好者の人生満足尺度 平均値の変化 

 

ぬいぐるみ保育園参加者20名の人生満足尺度の平均値は、参加前3.41→参加後は2.86

であった。なお、本アンケートは、各設問に対して（１.とても当てはまる～6.全く当てはまらない）

までの 6段階式を取り入れている。そのため、スコアが低い方がポジティブな回答になり、人生

満足度が高いとみなす。ｔ検定した結果、Ｐ(t)=0.00148269 で１％の有意水準で有意差があ

り、ぬいぐるみ保育園へ参加することで人生満足度が向上することが確認できた。 

 

なお、参加者 20名の人生満足尺度を日本人 1500人の調査結果と比較すると、日本人平

均点 18.9 点、ぬいぐるみ保育園参加前平均点 23.55 点であり、ぬいぐるみ保育園参加前か

ら人生満足度は日本人の平均値より高かったことがわかる。 
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図 22 人生満足尺度の比較 

日本人 1500人の調査も同様に 6段階式であるが、日本人１５００人の調査は、１.全くあては

まらない～６．とても当てはまると指標が設定されていたため、図２２では、保育園参加者 20名

の回答を日本人 1500人の調査結果に合わせて調整した上で比較している。 

 

 次に、感情的幸福（ポジティブ感情・ネガティブ感情）の調査結果を以下に記す。 
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図 23 ぬいぐるみ保育園参加前後のポジティブ感情の変化 

＊ｐ＜０．０１ 

  

８つのポジティブ感情のぬいぐるみ保育園参加前・後の平均値を検証すると、ポジティブ感情

は参加前 3.７６→参加後４.２と点数の改善が見られた（点数が低い方がポジティブ傾向は高

い）。ｔ検定した結果、Ｐ(t)=0.00123558 で１％の有意水準で有意差があり、ぬいぐるみ保育

園へ参加することでポジティブ感情が向上することが確認できた。 

 特に点数の改善が見られた感情は、「熱狂した」「強気な」「誇らしい」「ワクワクした」であった。 

 

表 14  ぬいぐるみ愛好者のポジティブ感情の変化 

 

 

 次に、８つのネガティブ感情についてぬいぐるみ保育園参加前・後の平均値を検証する。ネ

ガティブ感情は、参加前 3.74→参加後 4.13 と点数の改善が見られた（ネガティブ感情はスコ

アが低い方がネガティブな傾向は高い）。ｔ検定した結果、Ｐ（ｔ）＝0.01689848 で５％の有意

水準で有意差があり、ぬいぐるみ保育園へ参加することでネガティブ感情が改善することが確

認できた。 

＊ 
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＊ｐ＜０．０５ 

図 24 ぬいぐるみ保育園参加前後のネガティブ感情の変化 

 

 特に点数の改善が見られたネガティブ感情は、「苦悩した」「心配した」「いらだった」「おびえ

た」であった。 

表 15 ぬいぐるみ保育園参加前後 ネガティブ感情平均値の変化 

 

 

 

 続いて、幸せの４因子の調査結果を以下に記す。 
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図 25  ぬいぐるみ保育園参加前後 幸せの 4因子変化 

  

 

  幸せの４因子について、ぬいぐるみ保育園参加前・後の平均値を検証すると参加前 3.75

→参加後 3.85 と点数の改善がやや見られた（スコアが高い方が幸福度が高くなるようにデー

タ検証時に調整）。ｔ検定した結果、Ｐ(t)=0.065439426 で５％の有意水準で有意差は確認で

きなかった。 

  

3.4 考察 

 以上の結果について、考察を行う。 

また、ぬいぐるみ保育園を運営したスタッフ 7 名に対しても、業務参加前・後におけるウェル

ビーイング向上を検証した。また、ぬいぐるみ保育園へ参加したぬいぐるみ愛好者が、保育園

当日中に筆者へ寄せた自由記述による感想も考察に加えた。 

 

 まず、ぬいぐるみ愛好者に対する偏見の低減は、ぬいぐるみ保育園の啓発動画を視聴する

ことによって、その活動を知る前・後で、ぬいぐるみ愛好者に抱くネガティブなイメージの変化

に有意差が認められたことから、ぬいぐるみ保育園事業を紹介する動画を用いることで、偏見

の低減が実現できるビジネスであると考えることができる。それと同時に、ぬいぐるみ保育園の

参加前・後で、参加したぬいぐるみ愛好者の人生満足尺度、感情的幸福度の変化に有意差

が認められたことから、ウェルビーイング向上も叶えることができるビジネスであると考えることが

できる。 
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 特に、ぬいぐるみ愛好者に対する偏見低減については、男性に対するネガティブイメージの

払しょくに対する貢献度が高いとことがうかがえる。しかし、ぬいぐるみ保育園のどの要素が偏

見の低減に貢献しているのか、今回の調査で定量的に収集することができていないため、偏

見低減に影響を及ぼす要素を解明することが今後の課題である。 

 定性的な検証結果からは、偏見が低減した理由として、ぬいぐるみ保育園の活動を通じて、

「ぬいぐるみが好きな人がぬいぐるみに愛情を注ぐ理由」や、「ぬいぐるみが好きな人が直面し

ている悩みを認知する」ことによって、ネガティブなイメージが払しょくされたことが確認できた。 

 検証に用いたぬいぐるみ保育園の活動紹介ビデオに、無意識の偏見を認識し・自覚させ・

教育によって克服することを目的として、これら情報を含めたことによって、偏見低減をもたらし

たといえる。 

 

ぬいぐるみ愛好者のウェルビーイング向上については、人生満足度、感情的幸福（ポジティ

ブ感情・ネガティブ感情）において有意差が認められたが、幸せの 4 因子については有意な

差が認められなかった。この要因としては、検証対象者の人生満足度の平均値を日本人の平

均と比較した結果、平均値より 4.65点スコアが高かったことから、参加者はもともと幸福度が高

い人が集まっていたことが示唆される。その裏付けとして、ぬいぐるみ保育園という前代未聞の

活動へ、参加を決断できる精神状態であることと、保育園を開始する以前から、筆者のＳＮＳの

好意的なフォロワーであり、好奇心が高く、人見知りをせず、チャレンジ精神があり、筆者がウ

ェルビーイングについてイベントやＳＮＳ投稿を通じて発信と実践を推奨していたことも関連が

あると考えられる。 

  

 また、ぬいぐるみ愛好者が、ぬいぐるみ保育園参加前・後で、ぬいぐるみの話題を周囲に話

す機会の変化について確認した結果、20人中 17名（全体の 85％）が「周囲へ話す機会が増

えた」ことが確認できた。特に増えた話し相手は、家族（10 名）、友人（10 名）、ＳＮＳでの情報

発信（8名）、職場（５名）だった。 
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表 16 ぬいぐるみ保育園参加後のぬいぐるみに関する話し相手 

 

 

ぬいぐるみ保育園へ参加したことを、家族や職場に話した人は全体の９５％で、周囲からの

反応は「面白そう・楽しそう」「興味を示してくれた」という前向きな回答があった一方で、「理解

できない」「妻は否定的であった」といった否定的な反応も一部あることがわかった。 

 

偏見の低減に関するアンケートの自由回答から、情報発信が増えることで偏見の低減に貢

献できることが確認できるため、ぬいぐるみ保育園の開催を続けることで、ぬいぐるみ愛好者た

ちの情報発信の機会が増えて、偏見の低減にさらに寄与できることが期待できる。 

 

実際に、ぬいぐるみ愛好者は、「ぬいぐるみ保育園の認知度が上がることでぬいぐるみ愛好

者に対するネガティブなイメージや偏見が低減すると思うか」、という質問に対して、全体の７

０％が「低減されると思う」と回答した。 
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図 26 ぬいぐるみ保育園認知度拡大に伴うネガティブイメージの変化への期待 

 

 

 さらに、ぬいぐるみ愛好者がぬいぐるみ保育園に参加した結果、ぬいぐるみに対する愛情や

感情が変化したことがわかった。自分のぬいぐるみに対する愛情が変化した人は全体の４５％

で、具体的には、「ぬいぐるみに対する思い入れが強くなった」「ぬいぐるみに保育園でぬいぐ

るみに友達ができて気持ちが高まった」などであった。 

 

この愛情や感情の変化は、自分が所有するぬいぐるみにとどまらず、他のぬいぐるみ愛好

者や、その人が愛情を注いでいるぬいぐるみに対しても「変化があった」と全体の５５％が回答

した。具体的な変化は、「自分以外にもぬいぐるみが好きな人がいるという安心感を得た」「そ

れぞれのぬいぐるみとの向き合い方をみて、いろんな見方があることに気づいた」などで、共

通の趣味を通じて共感を育むだけでなく、多様性への理解を深めるきっかけにもなったことが

推測できる。 

 

補足 <ぬいぐるみ保育園の運営スタッフに対するウェルビーイング向上の検証> 

 

この検証は、該当者へ直接インターネットによるアンケート用のＵＲＬを案内し、運営に従事

するスタッフ７名全員に参加してもらった。検証内容は、ぬいぐるみ愛好者に対して行ったウェ

ルビーイング向上を確認するアンケートを用いて、ぬいぐるみ保育園にスタッフとして参加した

前・後の状況を、定量的・定性的に確認した。 

 

 人生満足尺度の平均値は、参加前 4.08→参加後 3.14 であった（本アンケートは、各設問

に対して、１.とても当てはまる～6.全く当てはまらないまでの 6 段階式を取り入れた。）データ
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集計の際に、スコアの回答を調整し、スコアが高い方がポジティブな回答になるようにした結果、

３．８９→４．８６へスコアの改善は見られたものの、ｔ検定した結果、Ｐ(t)=0.085801645 で５％

の有意水準では有意差が認められず、ぬいぐるみ保育園への参加との相関はみられなかっ

た。 

 

図 27 ぬいぐるみ保育園スタッフの参加前後による人生満足度尺度の変化 

 

次に、感情的幸福の平均値の変化を確認する。ポジティブ感情の平均値は、参加前 4.97

→参加後 3.25 で変化しており、ｔ検定の結果、Ｐ（ｔ）＝0.00299142 で５％優位水準では有意

差が認められた。 

 

 

＊ｐ＜．０５ 

図 28 ぬいぐるみ保育園スタッフの参加前後によるポジティブ感情の変化 
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一方、ネガティブ感情の平均値は、参加前 3.23→参加後 3.81で変化したが（ネガティブ感

情はスコアが低い方がネガティブ）、ｔ検定の結果、Ｐ（ｔ）＝0.10761992 で５％優位水準では

有意差が認められなかった。 

 

図 29 ぬいぐるみ保育園スタッフの参加前後によるネガティブ感情の変化 

 

 最後に、幸せの 4因子の平均値の変化を確認する。参加前 3.19→参加後 2.37 と変化がみ

られ、ｔ検定の結果、Ｐ（ｔ）＝0.001396292で５％優位水準では有意差が認められた。 

 

図 30 ぬいぐるみ保育園スタッフの参加前後による幸せの 4因子の変化 
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 以上のことから、ぬいぐるみ保育園にスタッフとして従事することによって、ポジティブ感情と

幸せの 4因子の側面から、ウェルビーイングが向上すると考えることができる。しかし、ネガティ

ブ感情と人生満足度においては相関が確認できなかった。この理由としては、ぬいぐるみ保育

園のスタッフはもともと幸福度が高かったことが示唆される。また、対象者が 7名で検証に十分

な人数ではなかったことが考えられる。 

ぬいぐるみ保育園のスタッフは、その採用条件として、「ぬいぐるみを起点に自分の特技や

長所を発揮できること」であった。彼らは、裁縫や図工、ぬいぐるみとの接し方などにおいて、

他者より長けたスキルを持っていることを自負しており、自己肯定感が高く、従事する前から幸

福度が高い人材に恵まれていた可能性が考えられる。 

 

 また、スタッフにぬいぐるみ保育園への参加前・後による気持ちや状態の変化について自由

回答で確認をした。 

 まず、「ぬいぐるみについて周囲に話す機会が増えた」と 7名全員が回答した。その理由とし

ては、「活動が面白くて、楽しいことを伝えたい」「興味をもってもらいたい」などであった。 

 「活動に参加してから、気持ちや行動にみられた変化」については、「人を認める、人の良い

ところを探すようになった」「わくわくする気持ちが増えた」などであった。 

 「ぬいぐるみ保育園に期待していること」については、「ＳＮＳで話題になるくらい有名にした

い」「ぬいぐるみとその保護者が幸せを感じられるように、ホスピタリティと高いクオリティを示す

ことができるように頑張りたい」などの回答があった。また、自由回答で得られた回答の多くが

「感謝」を現す言葉であった。ぬいぐるみ保育園のスタッフは、あらかじめ、ぬいぐるみ愛好者

が無意識の偏見の対象であり生きづらさを感じていること、ぬいぐるみ保育園は、その生きづら

さを解消し、ぬいぐるみを起点に世の中から差別・偏見を減らす活動のプロトタイピングとして

位置づけられていることを理解している。スタッフがぬいぐるみ愛好者の幸せを願って、気持ち

に寄り添い保育園の運営に関わってくれたことがコメントからうかがえる。 

  

 

 このように、ぬいぐるみ保育園は本調査の目的以外にも、従事するスタッフのウェルビーイン

グを高めることが可能になるだけでなく、スタッフが周囲に保育園の話題を提供することで、周

りにいる人たちの偏見の低減に寄与できることが推測できる。 

 

<ぬいぐるみ保育園 満足度アンケート> 

さらにここで、ぬいぐるみ保育園の存在意義を確認することを目的に、検証とは別で、保育

園参加者に対して行った満足度アンケートを考察したい。本アンケートは、ぬいぐるみ保育園

参加者延べ 84人を対象にインターネットを使って行ったアンケートである。回答者は、保育園
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開催翌日から一週間の間に回答し、44名から回答を得た。 

 ぬいぐるみ保育園参加者に対する参加満足度、評価するポイントを以下に記す。 

 

 ぬいぐるみ保育園に対する総合的な満足度は、大変満足が８０％、満足が 18％で、アンケ

ート回答者 44名のうち９８％が満足と答え、非常に高い評価だった。 

 上記の満足度について、入園前の期待値と比較した結果、入園前よりとても高いが４３％、

高いが４８％で、９１％が入園前の期待値を上回っていたことがわかった。 

 

 

 

図 31 ぬいぐるみ保育園参加者の満足度評価 
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図 32 ぬいぐるみ保育園入園前の期待値と満足度の比較 

 

 ぬいぐるみ保育園を評価できた点について、自由回答で確認をしたところ以下の点が特に

評価されていた。 

 回答者 44 名中、86％にあたる 38 名が評価した点は「ぬいぐるみが自分自身では経験でき

ない体験ができる」という点であった。次に、評価が高かった点は「ぬいぐるみ保育園の代表や

先生の顔が見えている」、「連絡帳を通じて園での様子がわかる」点であった。また、「ぬいぐる

みに友達ができる」、「ぬいぐるみの写真が増える」点も評価が高かった。 

 これらの回答から、ぬいぐるみ保育園はぬいぐるみ愛好者の要求を満たしているサービスで

あるといえる。 
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図 33 ぬいぐるみ保育園の評価できる内容 

 

 最後に、ぬいぐるみ保育園をまた利用したいか確認した。1 名を除き、また利用したいと回答

した。入園を希望しない 1 名に理由を尋ねたところ、写真のクオリティに不満があることがわか

った。本人は、広告代理店でクリエーティブワークを専門職としており、写真にこだわりを持っ

ており、一眼レフでポスターや写真集のように設計されて撮影した写真を希望した。逆にこの

意見から、ぬいぐるみ写真館にもニーズがあることが示唆される。 
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図 34 ぬいぐるみ保育園 リピート希望者の割合 

 

 最後にぬいぐるみ保育園の利用者から寄せられた、自由回答の一部を紹介する。自由回答

では、楽しかった、うれしかった、ワクワクした、などキーワードが多く、前向きで明るい感想を

多くの人が寄せてくれた。 

 

表 17  ぬいぐるみ保育園に参加した感想（一部抜粋） 
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第4章 結論 

 本研究では、ぬいぐるみ愛好者に対する偏見の低減と、ぬいぐるみ愛好者のウェルビーイン

グ向上、この２つの社会課題を解決する手段として、ぬいぐるみ保育園の有効性を検証した。 

 すなわち、ダイバーシティ（多様性）社会を推進する上で、障壁となる無意識の偏見の解消と、

偏見の対象となり生きづらさを感じている集団（ぬいぐるみ愛好者）のウェルビーイング向上に

対して、ぬいぐるみ保育園というビジネスが有効であることを確認した。 

 

 今後は、今回検証に用いらなかったぬいぐるみに関連する他のビジネスアイディアを実装す

ることで、同様に社会課題を解消できるかを検証するとともに、ぬいぐるみ以外のジャンルを愛

好する者に対しても、偏見解消とウェルビーイング向上を同時に叶えるサービスの開発を進め

ていきたい。それらを通じて、広く無意識の偏見の低減とぬいぐるみ研究の進展に寄与してい

きたい。 
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付録 

<偏見低減の検証結果に関連して> 

表 18 ぬいぐるみ愛好者に対するネガティブイメージの変化 

 

 

表：自由回答 
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表 19 動画視聴前 ネガティブイメージに対する自由回答（全て） 
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表 20 ぬいぐるみ愛好者に対するアンケート 資料 
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表 21 ぬいぐるみ保育園 動画視聴後の感想 
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表 22 ぬいぐるみ愛好者に対するネガティブなイメージを低減させるために必要だと思うこと 
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<ぬいぐるみ保育園参加者のウェルビーイング向上関連> 

 

表 23 ぬいぐるみ保育園参加者 ぬいぐるみ保育園参加前後の人生満足尺度変化 

 

 

表 24 ぬいぐるみ愛好者 ポジティブ感情の変化 
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表 25 ぬいぐるみ愛好者 ネガティブ感情の変化 

 

 

表 26 ぬいぐるみ愛好者 幸せ 4因子の変化 
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表：自由回答 

表 27 ぬいぐるみ保育園に参加後 家族や友人などからの反応や変化（自由回答） 

 

 

 



81 

 

表 28 ぬいぐるみ保育園で今後やってほしいこと 自由回答 
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<ぬいぐるみ保育園の様子> 

 

 

 

参考資料：ぬいぐるみ保育園参加者募集の案内 
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参考資料：実際のぬいぐるみ保育園の様子 

 

 

参考資料：ぬいぐるみのプロフィールは Instagramで閲覧可能 
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<ぬいぐるみ保育園のスタッフ向けアンケートの結果> 

 

表 29 ぬいぐるみ保育園スタッフの人生満足尺度の変化 

 

 

表 30 ぬいぐるみ保育園スタッフのポジティブ感情の変化 
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表 31 ぬいぐるみ保育園スタッフのネガティブ感情の変化 

 

 

 

表 32 ぬいぐるみ保育園スタッフの幸せ 4因子の変化 
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表 33 ぬいぐるみ保育園スタッフ 自由回答 

  

 


