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アンケート調査の目的

今回のCOVID-19の感染拡大に伴い、医療崩壊が危惧される中、

チーム医療として多職種が勤務する現場での人的、物的な不足
の状況やさまざまな風評被害等の現状のを調査し、少しでも
チーム医療として各職種の働く現場の環境が改善できるように
厚生労働省はじめ、関係者に情報を発信するために、チーム医
療推進協議会のホームページを通じて、できる限り、働く現場で
の現状を調査することを目的とした。

また、携帯端末からのアクセスをしやすくするためにQRコード
を設定し、回答するための便宜を図った。

http://www.team-med.jp/archives/news/enquete-05-22
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アンケート調査の方法

アンケート調査は、googleのフォームを活用し、現場の状況を
できる限り反映できるように選択肢質問として、チーム医療推進
協議会のホームページ上に掲載した。

また、アンケート調査への参加を広く呼び掛けるため、チーム
医療推進協議会の参加団体には、各学協会のホームページ等
にリンクを設定するように依頼した。

学協会では、ホームページへのリンクとともに、都道府県組織
等にもアンケート調査への協力依頼を行った。

アンケートは、2020年5月22日（金）16:33に公開、に公開、チー
ム医療推進協議会の参加団体に広報を依頼し、同年 5 月 30 日
（土） 14 05 までに回答を得たものを集計した。
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アンケート内容と同意、個人情報の保護

アンケートは、職種、勤務先の医療・介護保険等の別、勤
務先所在地の一般情報のほか、現状の勤務の形態、COVID-
19感染拡大による不安、感染に対する情報への満足度、勤
務先での物品の充足・不足について、職種の養成教育に重
要な学生実習の受け入れについての現状の検討内容、本人
や家族への風評被害や不当な待遇などの可否について、全
13問の選択肢とした。

アンケート調査の同意については、協力して回答を送信す
ることをもって本アンケート調査に同意したこととみなし、個
人情報についてはgoogleフォームを活用しているために、
個々の回答としての回答者を特定することはできず、全体と
しての集計結果をもって保護するものとした。
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具体的なアンケート調査内容

具体的なアンケート調査の内容は、

問 1 あなたの職種は？

問 2 あなたの勤務先施設について

問 3 勤務先の所在地は？

問 4 現在の勤務状況は？

問 5 職場で感染することへの不安について

問 6 職場全体としての職員の不安について（あなたの個人的印象で）

問 7 所属する施設の中の感染の情報のついて

問 8 職場の現状の人員について

問 9 物品の充足について－下記の物品は、現状で充足しているか

問10 物品の充足について－下記の物品は、現状で不足しているか

問11 今年度の職種としての学生実習の受け入れについて

問12 今回の感染拡大に伴い、あなたは勤務先や職業（職種）を理由に不当と

思われる経験をしましたか

問13 今回の感染症拡大により、あなたの職場が風評被害に遭うといったこと

がありましたか
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回答者数とその内訳
2020年5月30日14:05時点の回答者数は6383名であった。選択した職種の内訳を示す。

職種 回答数 比率

① 医療ソーシャルワーカー 154 2.43%
② リンパドレナージセラピスト 13 0.21%

③ 管理栄養士 217 3.43%

④ 看護師 11 0.17%

⑤ 義肢装具士 5 0.08%

⑥ 救急救命士 17 0.27%

⑦ 言語聴覚士 1138 17.99%

⑧ 作業療法士 1670 26.40%

⑨ 歯科衛生士 13 0.21%

⑩ 視能訓練士 671 10.61%

⑪ 診療情報管理士 280 4.43%

⑫ 診療放射線技師 532 8.41%

⑬ 精神保健福祉士 44 0.70%

⑭ 理学療法士 101 1.60%

⑮ 臨床検査技師 713 11.27%

⑯ 細胞検査士 16 0.25%

⑰ 臨床心理士 443 7.00%

⑱ 公認心理師 284 4.49%

⑲ 医師 9 0.14%

⑳ 歯科医師 2 0.03%

㉑ 薬剤師 1 0.02%

㉒ 臨床工学士 4 0.06%

㉓ その他 45 0.71%

6383
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問１ あなたの職業は？
N=6383

①医療ソ―シャルワーカー, 154,（2%）

②リンパドレナージセラピスト, 12, （0%）

③管理栄養士, 217,（3%）

④看護師, 11, （0%）

⑤義肢装具士, 5,（ 0%）

⑥救急救命士, 17,（ 0%）

⑦言語聴覚士, 1138, 

（18%）

⑧作業療法士, 1668,（ 26%）

⑨歯科衛生士, 13, 0%

⑩視能訓練士, 671, （11%）

⑪診療情報管理士, 279, 

（4%）

⑫診療放射線技師, 532, 

（8%）

⑬精神保健福祉士,

44, （1%）

⑭理学療法士, 101,（ 2%）

⑮臨床検査技師, 713,

（ 11%）

⑯細胞検査士, 16,（ 0%）

⑰臨床心理士, 439,（ 7%）

⑱公認心理師, 282（4.49%）
⑲医師, 8,（0%）

⑳歯科医師, 2,（0%）

㉑薬剤師, 0, （0%）
その他, 61,（1%）



問２あなたの勤務先施設について
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N=6383

医療機関（病院）, 4652, （73%）

医療機関（診療所）, 570,（9%）

介護保険施設, 628, （10%）

保健所等の公的施設, 57, （1%）

民間企業, 61,（1%）
障害者施設等, 154, （2%）

その他, 261, （4%）



問3 勤務先の所在地は？
N=６３８３

10

北海道
11%

青森県
1%

岩手県
1%

秋田県
1%

山形県
1%

宮城県
2%

福島県
1%

栃木県
1%

群馬県
2% 茨城県

1%
千葉県

3%

埼玉県
4%

東京都
7%

神奈川県
4%

新潟県
3%

山梨県
2%

長野県
2%

富山県
1%

石川県
1%

福井県
1%

静岡県
2%

岐阜県
2%

愛知県
4%

三重県
2%

滋賀県
1%

京都府
1%

大阪府
3%

兵庫県
5%

奈良県
2%

和歌山県
1%

岡山県
3%

広島県
2%

山口県
2%

鳥取県
0%

島根県
1%

香川県
1%

徳島県
1%

愛媛県
1%

高知県
1%

福岡県
3%

佐賀県
1%

長崎県
1%

大分県
2%

宮崎県
1%

熊本県
2%

鹿児島県
3%

沖縄県
1%

その他
0%



問４ 現在の勤務状況は？
N=6383
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通常勤務, 5832, …

時間制限がある勤務, 300, …

できり限り在宅勤務 , 85, （1%）

在宅勤務, 34, （1%） 自宅待機, 4, （0%）
COVID-19の感染拡大に

より退職した, 1, （0%）

勤務していなかった, 24,（ 0%）

その他, 103,（ 2%）



問５職場で感染することへの不安について
N=6383
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かなり不安で、勤務に影

響がある, 430, （7%）

不安はあるが、勤務には影

響していない, 4410, （69%）

不安はそれほどな

く、勤務している, 

1335, （21%）

不安はない, 135, （2%）

何とも言えない, 73, （1%）



問６職場全体としての職員の不安について（あなた
の個人的印象で）

N=6383
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職員は、不安で勤務に影響

がある, 650, （10%）

職員に不安はあるが、勤務に

は影響していない, 4409, 

（69%）

職員は、不安はそれほどな

く、勤務している, 1162, 

（18%）

職員に不安はない, 55, （1%）

何とも言えない, 107,（2%）



問７所属する施設の中の感染の情報のついて
N=6383
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情報は、随時、適切な内

容が十分に伝わってい

る, 3187, （50%）
情報は、随時伝えられる

が、内容が十分ではない, 

1899, （30%）

情報は、内容は十分だが、適

時に伝わっていない, 617,（9%）

情報は、適時伝わらず、内容も

十分ではない, 620, （10%） その他, 60, （1%）



問８職場の現状の人員について
N=6383
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もともと人員が不足し

ていたが、さらに感染

対策の状況で不足と

なった, 498, （8%）

もともと人員が不足し

ていたが、そのときと

変わらない, 2724, 

（43%）

もともとは比較的に人

員が充足していたが、

今回の感染対策の状

況で不足となった, 

282,（4%）

もともとは比較的に人

員が充足していたが、

そのときと変わらない, 

2303, （36%）

わからない, 439, （7%）

その他, 137, （2%）



問９物品の充足について－下記の物品は、現状で充足
しているか（複数可）

N=6383
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0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

ペーパータオル

消毒剤

手指消毒剤

フェイスシールド

ガウン

手袋

マスク

5218

3469

2780

1236

1191

3410

2245

81.7%

54.3%

43.6%

19.4%

18.7%

53.4%

25.0%



問１０ 物品の充足について－下記の物品は、現状で不足して
いるか（複数可）

N=14994
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0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

消毒剤

手指消毒剤

フェイスシールド

ガウン

手袋

マスク

3770

3146

2954

3087

1814

4364

59.1%

49.3%

46.3%

48.4%

28.4%

68.4%



問１１今年度の職種としての学生実習の受け入れについて

N=6383
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現状では、予定通りに実習

を引き受ける予定である, 

830, （13%）

引き受けられるかについ

て、施設として検討してい

る, 1144, （18%）

引き受けられるかにつ

いて、職種（職場）とし

て検討している, 480, 
8%

引き受ける、引き受け

ないについて検討して

いない, 652, 10%

施設として、学生の受け入

れはしない方針とした, 653, 

（10%）

職種（職場）として、学生

の受け入れはしない方針

とした, 415, （7%）

わからない, 1610, （25%）

その他, 599, （9%）



問１２ 今回の感染拡大に伴い、あなたは勤務先や職業（職
種）を理由に不当と思われる経験をしましたか（複数可）

N=6383
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SNSなどが拡散して、「感

染している」などのうわさ

となった。, 101,（2%）

子どもが、学校や保育園な

どでいじめなどの不当な扱

いを受けた。, 9, （0%）

家族が職場で、風評など不

当なうわさが流れるなどの

扱いを受けた。, 57, （1%）

子どもが学校や保育園などで、登校

や保育を拒否された。, 19,（ 0%）

スーパーなどの買い物など

を拒否された。, 1, （0%）

その他、不当と思われる

経験をした。, 272, （4%）

特に、そのような経

験はしていない。, 

5838, （93%）



問１３ 今回の感染症拡大による、あなたの職場が風評被害
に遭うといったことがありましたか（複数可）

N=6383
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「患者・対象者」に感染者がいないにもかかわら

ず、感染者がいると風評が流れた。, 381, （6%）

「職員」に感染者がいないにも

かかわらず、感染者がいると

風評が流れた。, 97, （2%）
感染以外の内容を関

連付けた風評が流れ

た。, 130, （2%）

その他、職場自体が被

害的な圧力を受けた。, 

142, （2%）

特に、そのような被害的な状

況はない。, 5463, （88%）


