
 

2022 年度 衛生医療評議会 医療施設で働く組合員に向けた 

アンケート調査 

 

 

調査の経緯と目的  

新型コロナウイルス感染症対応が長期化し未だ終息の見えない中、自治労に加盟する全国

の医療機関は、それぞれの地域において中心的な役割を果たしてきました。自治労本部・衛

生医療評議会では、この間の新型コロナウイルス感染症への対応や、医療施設で働く組合員

の意識や影響を調べるため、Ｗｅｂアンケートを実施しました。 

 

概要 

調査対象：自治労加盟の医療施設で働く組合員 

調査期間：２０２１年１1 月２４日～２０２２年１月２１日 

調査方法：WEB アンケート（Google フォーム） 

回答状況：45 都道府県 ７７２４件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



都道府県名入力してください 

 

 
 

 

 

 

23 富山 92 1.2%

24 石川 88 1.1%

25 山口 80 1.0%

26 福井 79 1.0%

27 鳥取 75 1.0%

28 長崎 72 0.9%

29 滋賀 66 0.9%

30 福島 60 0.8%

31 茨城 53 0.7%

32 青森 51 0.7%

33 岡山 45 0.6%

34 大阪 42 0.5%

35 山形 41 0.5%

36 神奈川 32 0.4%

37 東京 30 0.4%

38 奈良 27 0.4%

39 秋田 26 0.3%

40 愛媛 22 0.3%

41 福岡 9 0.1%

42 佐賀 6 0.1%

43 山梨 6 0.1%

44 群馬 4 0.1%

45 岩手 2 0.0%

総計 7669

No. 都道府県 n ％

1 静岡 1411 18.4%

2 徳島 696 9.1%

3 兵庫 453 5.9%

4 島根 434 5.7%

5 北海道 417 5.4%

6 新潟 405 5.3%

7 沖縄 401 5.2%

8 広島 317 4.1%

9 長野 254 3.3%

10 宮城 246 3.2%

11 高知 230 3.0%

12 大分 210 2.7%

13 熊本 145 1.9%

14 和歌山 144 1.9%

15 栃木 139 1.8%

16 三重 127 1.7%

17 香川 122 1.6%

18 愛知 108 1.4%

19 岐阜 108 1.4%

20 千葉 108 1.4%

21 宮崎 93 1.2%

22 鹿児島 93 1.2%



年代を選択してください  

 

年代 n ％ 

10代 9 0.1% 

20代 1610 20.9% 

30代 2064 26.8% 

40代 2401 31.2% 

50代 1406 18.3% 

60代以上 200 2.6% 

総計 7690   

 

 

性別を教えてください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職種についてお尋ねします。 
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職種を選択してください。

看護師
事務系職員
臨床検査技師
診療放射線技師
理学療法士
薬剤師
助産師
管理栄養士
作業療法士
臨床工学技士
看護助手
医療ソーシャルワーカー（MSW）
言語聴覚士
介護福祉士
公認心理師
給食調理員
医師
視能訓練士
歯科衛生士
精神保健福祉士（PSW）
保健師
保育士
生活支援員
診療情報管理士
ケアマネージャー

性別 n ％ 

女性 5852 76.2% 

男性 1824 23.8% 

総計 7676   
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雇用形態について 

 

雇用形態 n ％ 

正規職員 7240 94.4% 

会計年度任用職

員（非正規職員） 347 4.5% 

再任用（再雇用）

職員 82 1.1% 

その他 3 0.0% 

総計 7672   

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症（疑い含む）患者への対応について 

Q1. あなたは、これまでに新型コロナウイルス感染症患者（疑い者）に直接かかわる業務を

しましたか？ 

回答 n ％ 

いいえ 3529 45.8% 

はい 4171 54.2% 

総計 7700   

 

 

 

 

 

15 公認心理師 37 0.5%

16 給食調理員 35 0.5%

17 医師 32 0.4%

18 視能訓練士 30 0.4%

19 歯科衛生士 25 0.3%

20 精神保健福祉士（PSW） 20 0.3%

21 保健師 20 0.3%

22 保育士 8 0.1%

23 生活支援員 7 0.1%

24 診療情報管理士 6 0.1%

25 ケアマネージャー 5 0.1%

26 その他 35 0.5%

総計 7682

No 職種 n ％

1 看護師 4695 61.1%

2 事務系職員 476 6.2%

3 臨床検査技師 405 5.3%

4 診療放射線技師 333 4.3%

5 理学療法士 309 4.0%

6 薬剤師 307 4.0%

7 助産師 158 2.1%

8 管理栄養士 156 2.0%

9 作業療法士 142 1.8%

10 臨床工学技士 130 1.7%

11 看護助手 133 1.7%

12 医療ソーシャルワーカー（MSW） 74 1.0%

13 言語聴覚士 59 0.8%

14 介護福祉士 45 0.6%
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Q2. コロナ感染拡大の前後で休暇取得について変化はありましたか？ 

  

 

 

 

Q3. コロナ感染拡大の前後で時間外労働の時間に変化はありましたか？ 

 

回答 n ％ 

特段の変化は

ない 4628 60.1% 

時間外勤務が

増えた 2712 35.2% 

時間外勤務が

減った 276 3.6% 

その他 79 1.0% 

総計 7695   

 

 

 

Q4. 2021 年 1 月以降、時間外労働が一番多かった月の時間数を教えてください。 
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回答 n ％ 

休暇の取得が

しやすくなった 172 2.2% 

休暇の取得が

難しくなった 1718 22.3% 

特段の変化は

ない 5813 75.5% 

総計 7703   
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回答 n ％ 

10時間未満 2929 38.7% 

10時間以上 20時間未満 2284 30.2% 

20時間以上 40時間未満 1650 21.8% 

40時間以上 60時間未満 448 5.9% 

60時間以上 80時間未満 127 1.7% 

80時間以上 100時間未満 53 0.7% 

100時間以上 120時間未満 20 0.3% 

120時間以上 140時間未満 15 0.2% 

140時間以上 160時間未満 12 0.2% 

160時間以上 180時間未満 10 0.1% 

180時間以上 200時間未満 14 0.2% 

200時間以上 11 0.1% 

総計 7573   

 

 
 

Q5. 2021 年 1 月以降、時間外勤務が一番多かったのは何月ですか？ 

 
 

 

91%

7%

2%

40時間未満

40時間以上

80時間未満

80時間以上

307

206

350

643

525
481

549

1026

663
725

686

533

0

200

400

600

800

1000

1200

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月



月 n ％ 

1月 307 4.6% 

2月 206 3.1% 

3月 350 5.2% 

4月 643 9.6% 

5月 525 7.8% 

6月 481 7.2% 

7月 549 8.2% 

8月 1026 15.3% 

9月 663 9.9% 

10月 725 10.8% 

11月 686 10.2% 

12月 533 8.0% 

総計 6694   

 

Q6. コロナの対応は始まる前と後で時間外労働や休暇取得以外で勤務労働環境に変化が

あったことがあれば教えてください？ 

記述                                        

別記載 

 

3 回目のワクチン接種について 

Q7. 新型コロナウイルス感染症ワクチンを 1 回以上接種しましたか 

 

回答 n ％ 

接種した 7495 97.4% 

接種しなかった 197 2.6% 

総計 7692   

 

 

 

 

 

 

Q8. ワクチン 2 回接種した方にお尋ねします。3 回目のワクチン接種をしたいと思います

か？ 

回答 n ％ 

いいえ 258 3.5% 

はい 4202 56.7% 

検討中 464 6.3% 

接種済 2492 33.6% 

総計 7416   

 

 

 

97%

3%

接種した

接種しなかった

3%

57%

6%

34%

いいえ

はい

検討中

接種済



 

Q9. 3回目ワクチン接種をしたいと思わない方と検討中の方にお尋ねします。理由は何ですか？ 

 

回答 n ％ 

副反応が怖いから 458 61.4% 

ワクチンの効果に

疑問があるから 134 18.0% 

特に理由はない 51 6.8% 

感染が落ち着いて

きているから 26 3.5% 

その他 77 10.3% 

総計 746   

 

差別・偏見について 

Q10. 2021 年 1 月以降で、医療従事者であるということで、新型コロナウイルス関連の

差別や偏見を受けたと感じたことはありますか？ 

 

回答 n ％ 

ある 1746 22.7% 

ない 5949 77.3% 

総計 7695   
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Q11. 「ある」と回答された方にお尋ねします。具体的にどのようなことを差別や偏見と

感じたかご記入ください。 

記述                                        

別記載 

 

メンタルヘルスケアについて 

Q12. 2021 年 1 月以降で、ご自身にうつ的な症状はありましたか 

 

 

 

 

8.4%

13.1%

13.4%

15.5%

15.6%

16.7%

17.1%

18.3%

22.0%

23.1%

27.4%

91.6%

86.9%

86.6%

84.5%

84.4%

83.3%

82.9%

81.7%

78.0%

76.9%

72.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

管理栄養士

臨床検査技師

事務系職員

理学療法士

診療放射線技師

看護助手

臨床工学技士

薬剤師

作業療法士

助産師

看護師

2021年1月以降で、医療従事者であるということで、新型コロ

ナウイルス関連の差別や偏見を受けたと感じたことはありま

すか？（職種別：100件以上回答があった職種）

差別偏見あり 差別偏見なし

回答 n ％ 

ある 1773 23.1% 

ない 5914 76.9% 

総計 7687   
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2021年1月以降で、ご自身にうつ的な症状はありまし

たか？（職種別：回答数が100件以上の職種）

うつ症状あり うつ症状なし



Q13. 「ある」と回答された方にお聞きします。どのような症状でしたか？（３つまで選

択してください）  

 

Q14. どのようなことがメンタルヘルス不調の原因としてありますか？ 

記述                                        

別記載 

 

コロナ禍の私生活への影響について 

Q15. コロナ感染拡大の前後で私生活の充実度に変化はありましたか？ 

コロナ感染拡大の前後で家族と過ごす時間に変化はありましたか？ 

 

回答 n ％ 

増加した 874 11.4% 

やや増加した 1064 13.8% 

変化はない 3438 44.7% 

やや減った 1190 15.5% 

減った 1118 14.5% 

総計 7684   
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コロナ感染拡大の前後で知人や友人と過ごす時間に変化はありましたか？ 

 

回答 n ％ 

増加した 44 0.6% 

やや増加した 19 0.2% 

変化はない 470 6.2% 

やや減った 1047 13.8% 

減った 6023 79.2% 

総計 7603   

 

 

 

 

退職・離職について 

Q16. 現在の職場を辞めたいと思っていますか？ 

 

回答 n ％ 

常に辞めたいと

思っている 931 12.1% 

しばしば辞めたい

と思うことがある 1625 21.1% 

たまに辞めたいと

思う 2788 36.2% 

辞めたいとは思

わない 2359 30.6% 

総計 7703   
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Q17. 辞めたいと思う理由は何ですか？（３つまで選択してください） 

 

 

定年延長について 

Q18. あなたは現在の職場で現行の定年まで働き続けたいですか？ 

 

回答 n ％ 

働きたい 1636 21.3% 

働きたいと思う

が自信はない 3044 39.6% 

働きたくない 1942 25.3% 

わからない 1064 13.8% 

総計 7686   
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Q19. 「働きたい」と答えた方にお尋ねします。なぜそう思いますか？（３つまで選択し

てください） 
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Q20. 「働きたいと思うが自信はない」・「働きたくない」・「わからない」と答えた方にお

尋ねします。なぜそう思いますか？（３つまで選択してください） 

 

 

Q21. 2023 年から段階的に定年延長が始まりますが、あなたは定年延長の制度を知って

いますか？（キーワード：役職定年、7 割、2 年に 1 歳ずつ延長、65 歳） 

 

回答 n ％ 

よく知っている 566 7.3% 

だいたい知っている 2023 26.3% 

なんとなく知っている 3882 50.4% 

全くしらない 1233 16.0% 

総計 7704   
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Q22. あなたは 65 歳まで働き続けたいですか？ 

回答 n ％ 

65歳までは働きたくない 2160 28.1% 

今の職場で働きたいと思う

が自信はない 1949 25.3% 

別の仕事や職場で働きたい 1607 20.9% 

わからない 1233 16.0% 

今の職場で働きたい思う 743 9.7% 

総計 7692   

 

 

 

Q23. あなたは 65 歳まで働けるためにはどのような対策が重要であると考えますか？

（３つまで選んでください） 
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延長の制度を知っていますか？（年代別）
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夜勤業務の負担軽減

給与水準の改善

職場の人員体制の改善



Q24. 定年延長に関してご意見や質問、疑問があればお答えください。 

記述                                        

別記載 

 

看護師の夜勤について 

＊夜勤については看護師の方のみにお伺いします。（夜勤をしていない看護師の方もお答え

ください 

Q25. 看護師の夜勤負担軽減のために必要なことは何ですか？ 

（３つまで選択してください） 

 

Q26. 夜勤に従事してもらえる人を増やすために必要なことは何だと思いますか？ 

（３つまで選択してください） 
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夜勤手当の増額



その他 自由記載 

Q27. その他ご意見や困っていること、改善したいことなどがあれば教えてください（ど

んな内容でも構いません） 

記述                                        

別記載 


