
※豊川市民病院は災害医療の拠点病院であり、避難所ではありません。大規模災害時は、重症者の治療を行っているため、
　避難者を受け入れることはできません。ご理解とご協力をお願いします。

　震度7の揺れを震度4程度に軽減で
きる免震装置の他、地下水利用システ
ムにより、自前で水の確保ができます。

　非常用発電機では、約3日間発電可
能。また、燃料は地下の貯蓄タンクに備
蓄しています。

　入院患者用、職員用ともに約3日分の
食料・飲料水の他、一定量の薬品と医療
材料を備蓄しています。

命
を
守
る
、

　
災
害
医
療
の
最
前
線大規模災害を想定した訓練の様子

　大
規
模
な
災
害
が
発
生
し
た
時
、
な
く

て
は
な
ら
な
い
医
療
。
命
の
危
険
に
関
わ

る
重
傷
者
が
増
加
す
る
中
、
1
人
で
も
多

く
の
命
を
救
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。 

　東
三
河
の
地
域
中
核
災
害
拠
点
病
院
に

指
定
さ
れ
て
い
る
豊
川
市
民
病
院
は
、
大

規
模
災
害
に
よ
っ
て
甚
大
な
被
害
が
生

じ
、
診
療
所
や
医
療
機
関
な
ど
が
診
療
活

動
を
十
分
に
行
え
な
く
な
っ
た
際
に
、
こ

の
地
域
に
お
け
る
医
療
活
動
の
拠
点
と
な

り
ま
す
。
被
災
地
で
応
急
救
護
を
行
う
救

護
所
や
救
急
病
院
な
ど
と
連
携
し
、
重
症

患
者
へ
の
適
切
な
医
療
を
確
保
す
る
他
、

全
国
か
ら
の
医
療
支
援
を
ま
と
め
、
支
援

が
必
要
な
場
所
へ
提
供
し
た
り
、
医
療
チ

ー
ム
を
派
遣
し
た
り
す
る
な
ど
、
災
害
医

療
の
中
心
と
な
っ
て
発
災
直
後
の
医
療
体

制
を
構
築
す
る
役
割
を
果
た
し
ま
す
。

　豊
川
市
民
病
院
は
、
災
害
時
に
医
療
提

供
を
す
る
た
め
、
医
療
材
料
の
備
蓄
を
は

じ
め
、
大
規
模
災
害
を
想
定
し
た
訓
練
を

行
う
な
ど
、
日
頃
か
ら
災
害
に
備
え
て
い

ま
す
。
ま
た
、
災
害
派
遣
医
療
チ
ー
ム

D
M
A
T
（
デ
ィ
ー
マ
ッ
ト
）
の
被
災
地

派
遣
と
い
っ
た
、
重
要
な
役
割
も
担
っ
て

い
ま
す
。

　今
回
の
特
集
で
は
、
D
M
A
T
隊
員
の

声
を
通
し
て
、
災
害
医
療
に
つ
い
て
紹
介

し
ま
す
。
詳
し
い
こ
と
は
、
豊
川
市
民
病

院
庶
務
課
（
86
局
1
1
1
1
番
）
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

災
害
時
の
医
療
拠
点
・
豊
川
市
民
病
院

特集1

災害に強い豊川市民病院
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命を守る、災害医療の最前線特集1

　
　
　

職
種
に
よ
っ
て
業
務
は
変
わ
り
ま
す

が
、
D
M
A
T
は
災
害
発
生
後
、
早
期
に
被

災
地
へ
向
か
い
、
現
地
の
災
害
本
部
の
支
援

や
医
療
活
動
、
傷
病
者
を
安
全
な
地
域
へ
搬

送
す
る
こ
と
な
ど
を
行
い
ま
す
。
重
傷
者
が

増
加
す
る
災
害
急
性
期
は
、
医
療
の
需
要
が

高
ま
る
一
方
、
現
地
で
医
療
を
提
供
す
る
こ

と
が
難
し
い
た
め
、
私
た
ち
D
M
A
T
が
派

遣
さ
れ
ま
す
。
被
災
地
で
は
医
療
を
必
要
と

す
る
傷
病
者
が
多
く
い
ま
す
。
そ
の
方
々
に

適
切
な
医
療
を
迅
速
に
提
供
し
、
一
人
で
も

多
く
の
命
を
助
け
る
こ
と
が
使
命
で
す
。　平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、医療提供が遅れ、救急医療を受けていれば助

かった命が多くあったと考えられています。その経験から、被災地で救命活動を行う組織が
必要であると認識され、平成17年、厚生労働省によって日本初のDMATが発足しました。豊
川市民病院でも平成24年にＤＭＡＴを発足し、平成28年熊本地震や令和6年能登半島地震
などの被災地で活動しています。

 大規模な災害により多数の傷病者が発生した場合に、限られた医療スタッフ、医薬品を効
率よく運用し、多数の傷病者を治療するため、重症度や緊急度に応じて治療の優先順位を
決めることです。現場では、治療の優先度順に「トリアージタグ」と呼ばれる識別表で赤・黄・
緑・黒の色分けを行います。

Q D
M
A
T
隊
員
に
聞
く
、

　
　   

災
害
医
療
の
リ
ア
ル

災
害
時
の
D
M
A
T
の
活
動
内
容
に
つ

い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

彦
坂

　
　
　

看
護
師
は
、
救
急
看
護
の
知
識
な
ど

を
活
か
し
、
医
師
の
補
助
と
し
て
診
療
活
動

を
し
ま
す
。
ま
た
、
現
地
の
状
況
に
よ
っ

て
、
臨
機
応
変
な
対
応
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

山
本

　
　
　

普
段
は
放
射
線
技
師
と
し
て
勤
務
し

て
い
ま
す
が
、
D
M
A
T
で
は
業
務
調
整
員

の
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
業
務
調
整
員

は
、
被
災
地
の
情
報
収
集
や
連
絡
調
整
の

他
、
現
地
で
の
宿
や
食
料
の
手
配
な
ど
、
隊

員
が
活
動
し
や
す
く
な
る
よ
う
に
後
方
支
援

を
行
い
ま
す
。

加
藤

　
　
　

実
際
の
災
害
現
場
で
は
、
ど
の
場
面

で
活
動
す
る
こ
と
に
な
る
か
が
分
か
ら
な
い

た
め
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
の
対
応
方
法
を
学
び

ま
す
。
現
場
で
の
診
察
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

や
場
面
に
応
じ
た
患
者
の
処
置
方
法
・
病
院

へ
の
振
り
分
け
な
ど
の
実
技
研
修
も
行
い
ま

す
。

り
に
し
ま
し
た
。
地
理
的
な
問
題
で
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
な
ど
の
応
援
の
到
着
が
遅
れ
て
い
た

た
め
、
通
常
行
う
医
療
活
動
以
外
の
こ
と
も

多
く
こ
な
し
ま
し
た
。
土
砂
崩
れ
に
よ
っ
て

孤
立
し
た
集
落
に
住
む
人
々
の
安
否
と
健
康

状
態
を
確
認
す
る
た
め
、
危
険
な
道
を
通
り

な
が
ら
現
地
調
査
に
向
か
い
ま
し
た
。

Q
D
M
A
T
隊
員
は
ど
の
よ
う
な
研
修
や

訓
練
を
行
っ
て
い
ま
す
か
？

彦
坂

　
　
　

資
格
の
取
得
後
も
技
能
を
維
持
す
る

た
め
、
定
期
的
に
研
修
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
国
な
ど
が
実
施
す
る
訓
練
に
も
参
加

し
、
重
傷
患
者
を
処
置
す
る
訓
練
な
ど
を

行
っ
て
い
ま
す
。
訓
練
当
日
に
想
定
の
被
災

地
が
知
ら
さ
れ
、
そ
の
場
所
へ
駆
け
つ
け
る

訓
練
も
し
て
い
ま
す
。

加
藤

　
　
　

能
登
半
島
で
は
「
ト
リ
ア
ー
ジ
」
と

呼
ば
れ
る
、
重
傷
者
を
優
先
し
た
治
療
を

行
っ
て
い
る
病
院
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
地

域
で
大
規
模
な
災
害
が
発
生
し
た
場
合
、
市

民
病
院
で
も
ト
リ
ア
ー
ジ
を
行
う
こ
と
が
想

定
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
物
資
な
ど
を
求

め
て
負
傷
し
て
い
な
い
方
な
ど
も
市
民
病
院

に
駆
け
つ
け
て
し
ま
う
と
救
急
医
療
に
影
響

が
出
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
災
害

時
の
市
民
病
院
は
避
難
所
で
は
な
く
、
救
急

医
療
を
行
う
場
所
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
お

い
て
ほ
し
い
で
す
。

加
藤

　
　
　

今
こ
の
瞬
間
に
災
害
が
起
こ
っ
た
ら

ど
う
な
る
の
か
想
像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

食
料
・
ト
イ
レ
は
ど
う
す
る
か
。
備
え
だ
け

で
な
く
、
家
族
と
安
否
確
認
の
方
法
を
決
め

て
お
く
こ
と
も
重
要
で
す
。
豊
川
市
で
災
害

が
起
き
た
場
合
も
、
他
地
域
か
ら
D
M
A
T

が
派
遣
さ
れ
ま
す
が
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
で

は
あ
ら
ゆ
る
地
域
で
被
害
が
出
る
と
想
定
さ

れ
る
た
め
、
支
援
は
限
ら
れ
て
し
ま
う
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
市
民
病
院
だ
け
で
も
十
分
な

医
療
が
提
供
で
き
る
よ
う
に
体
制
を
整
え
て

い
ま
す
が
、
皆
さ
ん
も
防
災
意
識
を
高
め
、

日
頃
か
ら
の
備
え
に
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。

彦
坂

　
　
　

能
登
で
は
主
に
被
災
者
の
搬
送
を
行

い
ま
し
た
。
豊
川
市
民
病
院
か
ら
搬
送
車
に

乗
っ
て
被
災
地
に
向
か
い
、
被
災
し
た
病
院

に
取
り
残
さ
れ
た
患
者
を
搬
送
し
ま
し
た
。

道
路
が
崩
れ
て
い
た
た
め
渋
滞
が
ひ
ど
く
、

搬
送
に
膨
大
な
時
間
を
要
し
ま
し
た
。

物
資
が
す
ぐ
に
届
く
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
南

海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報
が
発
令
さ
れ
た

時
、
水
を
買
う
な
ど
の
備
え
を
さ
れ
た
方
も

多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
備
え
を
日
頃
か
ら

の
習
慣
に
し
て
ほ
し
い
で
す
。

Q
能
登
半
島
地
震
で
の
活
動
や
現
場
で
感

じ
た
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

彦
坂

　
　
　

被
災
者
か
ら
「
家
で
揺
れ
を
感
じ
、

備
え
て
い
た
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
か
ぶ
っ
て
外
に

出
た
途
端
、
大
き
く
揺
れ
て
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

が
割
れ
た
」
と
聞
き
、
ま
ず
は
身
の
安
全
を

守
る
行
動
を
と
る
こ
と
が
大
切
だ
と
感
じ
ま

し
た
。
ま
た
、
食
料
な
ど
は
最
低
3
日
分
準

備
し
て
お
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
食
料
や

Q
D
M
A
T
の
活
動
を
経
て
、
市
民
に
伝

え
た
い
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

山
本

　
　
　

災
害
が
発
生
し
た
こ
と
で
何
も
な
く

な
っ
て
し
ま
う
と
感
じ
ま
し
た
。
道
路
が
崩

れ
、
水
も
出
な
い
。
今
の
時
代
と
は
思
え
な

い
光
景
が
あ
り
、
災
害
の
現
実
を
目
の
当
た

山
本

　災害急性期（災害発生からおおむね48時間以内）に活動できる機動性を持った医療チームのことで、災害派遣医療チーム
“Disaster Medical Assistance Team”の頭文字から、「DMAT」と呼ばれています。地震や津波、台風などの大規模な災害
や、テロなどで傷病者が出た際に、発生直後から被災地で医療・救護活動をするために資格を取得し、専門的な研修や訓練を受
けています。令和6年能登半島地震の被災地にも、豊川市民病院から2隊を派遣し、医療・救護活動を行いました。

災害派遣医療チームDMATとは・・・

被災地での情報収集被災地での情報収集

被災地の病院での活動被災地の病院での活動負傷した被災者の搬送負傷した被災者の搬送

医師

看護師

看護師
業務
調整員

DMAT発足のきっかけ

災害時に行われるトリアージとは・・・

災害派遣医療チーム DMAT

豊川市民病院 DMAT隊員（統括DMAT）
呼吸器外科医師 彦坂 雄

3つの職種で構成
※1チーム4～5人

interview

豊川市民病院 DMAT隊員
救急看護認定看護師 山本 裕美

優先順位

1 最優先治療群
（重傷群）

生命に関わる重篤な状態で、直ちに処置を行えば
救命が可能な状態。

待機的治療群
（中等症群）

多少治療時間が遅れても生命に危険はないが、
何らかの治療、処置が必要な状態。

保留群
（軽症群） 軽傷で、今すぐの治療や搬送は必要がない状態。

不処置群
（死亡群） 死亡、もしくは回復の見込みがない状態。

2

3

4

赤

黄

緑

黒

タグの色 分類 状態

豊川市民病院 DMAT隊員
診療放射線技師 加藤 敬之

ディーマット
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ま
す
。
現
場
で
の
診
察
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

や
場
面
に
応
じ
た
患
者
の
処
置
方
法
・
病
院

へ
の
振
り
分
け
な
ど
の
実
技
研
修
も
行
い
ま

す
。

り
に
し
ま
し
た
。
地
理
的
な
問
題
で
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
な
ど
の
応
援
の
到
着
が
遅
れ
て
い
た

た
め
、
通
常
行
う
医
療
活
動
以
外
の
こ
と
も

多
く
こ
な
し
ま
し
た
。
土
砂
崩
れ
に
よ
っ
て

孤
立
し
た
集
落
に
住
む
人
々
の
安
否
と
健
康

状
態
を
確
認
す
る
た
め
、
危
険
な
道
を
通
り

な
が
ら
現
地
調
査
に
向
か
い
ま
し
た
。

Q
D
M
A
T
隊
員
は
ど
の
よ
う
な
研
修
や

訓
練
を
行
っ
て
い
ま
す
か
？

彦
坂

　
　
　

資
格
の
取
得
後
も
技
能
を
維
持
す
る

た
め
、
定
期
的
に
研
修
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
国
な
ど
が
実
施
す
る
訓
練
に
も
参
加

し
、
重
傷
患
者
を
処
置
す
る
訓
練
な
ど
を

行
っ
て
い
ま
す
。
訓
練
当
日
に
想
定
の
被
災

地
が
知
ら
さ
れ
、
そ
の
場
所
へ
駆
け
つ
け
る

訓
練
も
し
て
い
ま
す
。

加
藤

　
　
　

能
登
半
島
で
は
「
ト
リ
ア
ー
ジ
」
と

呼
ば
れ
る
、
重
傷
者
を
優
先
し
た
治
療
を

行
っ
て
い
る
病
院
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
地

域
で
大
規
模
な
災
害
が
発
生
し
た
場
合
、
市

民
病
院
で
も
ト
リ
ア
ー
ジ
を
行
う
こ
と
が
想

定
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
物
資
な
ど
を
求

め
て
負
傷
し
て
い
な
い
方
な
ど
も
市
民
病
院

に
駆
け
つ
け
て
し
ま
う
と
救
急
医
療
に
影
響

が
出
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
災
害

時
の
市
民
病
院
は
避
難
所
で
は
な
く
、
救
急

医
療
を
行
う
場
所
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
お

い
て
ほ
し
い
で
す
。

加
藤

　
　
　

今
こ
の
瞬
間
に
災
害
が
起
こ
っ
た
ら

ど
う
な
る
の
か
想
像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

食
料
・
ト
イ
レ
は
ど
う
す
る
か
。
備
え
だ
け

で
な
く
、
家
族
と
安
否
確
認
の
方
法
を
決
め

て
お
く
こ
と
も
重
要
で
す
。
豊
川
市
で
災
害

が
起
き
た
場
合
も
、
他
地
域
か
ら
D
M
A
T

が
派
遣
さ
れ
ま
す
が
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
で

は
あ
ら
ゆ
る
地
域
で
被
害
が
出
る
と
想
定
さ

れ
る
た
め
、
支
援
は
限
ら
れ
て
し
ま
う
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
市
民
病
院
だ
け
で
も
十
分
な

医
療
が
提
供
で
き
る
よ
う
に
体
制
を
整
え
て

い
ま
す
が
、
皆
さ
ん
も
防
災
意
識
を
高
め
、

日
頃
か
ら
の
備
え
に
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。

彦
坂

　
　
　

能
登
で
は
主
に
被
災
者
の
搬
送
を
行

い
ま
し
た
。
豊
川
市
民
病
院
か
ら
搬
送
車
に

乗
っ
て
被
災
地
に
向
か
い
、
被
災
し
た
病
院

に
取
り
残
さ
れ
た
患
者
を
搬
送
し
ま
し
た
。

道
路
が
崩
れ
て
い
た
た
め
渋
滞
が
ひ
ど
く
、

搬
送
に
膨
大
な
時
間
を
要
し
ま
し
た
。

物
資
が
す
ぐ
に
届
く
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
南

海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報
が
発
令
さ
れ
た

時
、
水
を
買
う
な
ど
の
備
え
を
さ
れ
た
方
も

多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
備
え
を
日
頃
か
ら

の
習
慣
に
し
て
ほ
し
い
で
す
。

Q
能
登
半
島
地
震
で
の
活
動
や
現
場
で
感

じ
た
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

彦
坂

　
　
　

被
災
者
か
ら
「
家
で
揺
れ
を
感
じ
、

備
え
て
い
た
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
か
ぶ
っ
て
外
に

出
た
途
端
、
大
き
く
揺
れ
て
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

が
割
れ
た
」
と
聞
き
、
ま
ず
は
身
の
安
全
を

守
る
行
動
を
と
る
こ
と
が
大
切
だ
と
感
じ
ま

し
た
。
ま
た
、
食
料
な
ど
は
最
低
3
日
分
準

備
し
て
お
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
食
料
や

Q
D
M
A
T
の
活
動
を
経
て
、
市
民
に
伝

え
た
い
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

山
本

　
　
　

災
害
が
発
生
し
た
こ
と
で
何
も
な
く

な
っ
て
し
ま
う
と
感
じ
ま
し
た
。
道
路
が
崩

れ
、
水
も
出
な
い
。
今
の
時
代
と
は
思
え
な

い
光
景
が
あ
り
、
災
害
の
現
実
を
目
の
当
た

山
本

　災害急性期（災害発生からおおむね48時間以内）に活動できる機動性を持った医療チームのことで、災害派遣医療チーム
“Disaster Medical Assistance Team”の頭文字から、「DMAT」と呼ばれています。地震や津波、台風などの大規模な災害
や、テロなどで傷病者が出た際に、発生直後から被災地で医療・救護活動をするために資格を取得し、専門的な研修や訓練を受
けています。令和6年能登半島地震の被災地にも、豊川市民病院から2隊を派遣し、医療・救護活動を行いました。

災害派遣医療チームDMATとは・・・

被災地での情報収集被災地での情報収集

被災地の病院での活動被災地の病院での活動負傷した被災者の搬送負傷した被災者の搬送

医師

看護師

看護師
業務
調整員

DMAT発足のきっかけ

災害時に行われるトリアージとは・・・

災害派遣医療チーム DMAT

豊川市民病院 DMAT隊員（統括DMAT）
呼吸器外科医師 彦坂 雄

3つの職種で構成
※1チーム4～5人

interview

豊川市民病院 DMAT隊員
救急看護認定看護師 山本 裕美

優先順位

1 最優先治療群
（重傷群）

生命に関わる重篤な状態で、直ちに処置を行えば
救命が可能な状態。

待機的治療群
（中等症群）

多少治療時間が遅れても生命に危険はないが、
何らかの治療、処置が必要な状態。

保留群
（軽症群） 軽傷で、今すぐの治療や搬送は必要がない状態。

不処置群
（死亡群） 死亡、もしくは回復の見込みがない状態。

2

3

4

赤

黄

緑

黒

タグの色 分類 状態

豊川市民病院 DMAT隊員
診療放射線技師 加藤 敬之

ディーマット

44 2024年12月  広報とよかわ
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豊川公園の再整備 小坂井東保育園の改築

　市では、毎年、皆さんの納めたお金が、どのように使われているの
かを知っていただくため、市の決算状況を公表しています。
　詳しいことは、財政課（89－2127）へ、お問い合わせください。
なお、市ホームページでもご覧いただけます。

特別会計 一般会計

企業会計

（単位 ： 万円）

（単位 ： 万円）

会計別 歳入 歳出

豊川西部土地区画整理事業 4 億 5539 1 億 3075

豊川駅東土地区画整理事業 1 億 5869  4617 

公 共 駐 車 場 事 業 1 億　799 9008

国 民 健 康 保 険 160 億　250 152 億 7399

後 期 高 齢 者 医 療 30 億　777 29 億 8492

土 地 取 得 1 億 5049 1 億 4894

一宮財産区管理事業   57   7

赤坂財産区管理事業   331   143

長沢財産区管理事業   447   217

萩 財 産 区 管 理 事 業   1129   661

合計 199 億　247 186 億 8513

会計区分 収入 支出

水
道
事
業

収益的  37 億 3395 31 億 9935

資本的     2 億 4194 17 億 8313

小計  39 億 7589 49 億 8248

下
水
道
事
業

収益的 42 億 2753 40 億 6137

資本的  18 億 5678 32 億 7493

小計  60 億 8431 73 億 3630

病
院
事
業

収益的 189 億 4684  190 億 9115

資本的 8 億 8901  18 億 7791

小計 198 億 3585  209 億 6906

合計 298 億 9605  332 億 8784

令和5年度決算状況を
お知らせします

特集2

（単位 ： 万円）

市税
（37.7％）
302億5785

民生費
（41.7％）
315億3931

国庫支出金
（15.6％）
125億4475

地方交付税（10.5％）
84億3888

市債
（5.6％）
45億190

地方消費税
交付金
（5.7％）
45億4392

諸収入（3.8％）
30億3500

県支出金
（7.6％）
60億6340

繰越金（5.4％）
43億7851

歳入
802億4183

歳出
755億4733

その他（8.1％）
64億7762

総務費
（13.3％）
100億5277

その他（5.7％）
42億6512

教育費
（8.6％）
64億7698

内人件費
118億9478

障害者、高齢
者、児童に関
する福祉や生
活保護などの
社会保障

企画政策、文化振興、
交通安全、徴税、選挙など

学校、
社会教育、
スポーツ振興

公債費
（6.9％）
52億2879
市債の返済
（元金、利子）

土木費
（6.6％）
50億511
道路、橋りょう、
河川、市営住宅、
都市計画など

消防費（3.1％）
23億3977
消防、救急活動、防災

諸支出金（4.0％）
30億82
公営企業への繰出、
普通財産の取得

衛生費
（10.1％）
76億3866

保健衛生、
清掃

個人市民税  109億  839  
法人市民税    14億3763
固定資産税 136億3234
軽自動車税  5億9960
市たばこ税 12億7026
入湯税 4704
都市計画税 23億6053
特別土地保有税 206

市税内訳
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▪健全化判断比率
　健全化判断比率における実質赤字比率や連結実質赤字比率など4つの
指標のうち、確定値が1つでも早期健全化基準以上である場合には、早期
健全化が求められます。

財政の健全度

豊川市の家計簿

区分 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

確定値 ー
（△ 9.87）

ー
（△ 32.98） △ 0.9 ー

（△ 89.8）
早期健全化基準 11.40 16.40 25.0 350.0

財政再生基準 20.00 30.00 35.0

（単位 ： ％）

（単位 ： ％）

※実質赤字額、連結実質赤字額および将来負担額がないため、「－」と表示しています。
※（　）内は参考として黒字の比率を△表記しています。

特別会計などの
名称

豊川西部土地
区画整理事業

豊川駅東土地
区画整理事業 水道事業 下水道事業 病院事業

確定値 ー ー ー ー ー

経営健全化基準 20.0

※資金不足額がない会計は、「－」で表示しています。

　豊川市の財政状況を分かりやすくするために、令和 5 年度の市の一般会計決算額を市の人口 186,066 人
（令和 6 年３月 31 日現在の住民基本台帳人口）で割り、市民１人当たりの金額に換算して、家計で使う項目
に例えました。

　令和5年度決算に係る財政の健全度を表す健全化判断比率と、公営企業の経営健全度を表す資金不足比率
は下表のとおりです。いずれの値も基準を下回り、健全であることが分かります。

▪資金不足比率
　資金不足比率とは、事業ごとの資金の不足額が、料金収入などに対して
どの程度の比率になるかを示します。確定値が経営健全化基準以上であ
る場合には、早期健全化が求められます。

収入 支出

食費（人件費）
医療費（扶助費）
ローン返済（公債費）
自宅の増築（普通建設事業費・災害復旧費）
自宅の修繕（維持補修費）
光熱水費（物件費）
お祝い金、町内会費（補助費等）
証券投資（貸付金、投資及び出資金）
子どもへの仕送り（繰出金）
貯金（積立金）
来期に支払うお金（翌年度繰越すべき財源）
繰越金（実質収支額）

合計

6万4千円
10万　  円
2万8千円
6万1千円
7千円

5万6千円
5万5千円
5千円
9千円

2万1千円
3千円

2万2千円

43万1千円

給料（市税など）
親などからの援助（国・県支出金など）
ローンで賄っている額（市債）

合計

22万5千円
  18万2千円
2万4千円

43万1千円

　家計と市の財政では、お
金の使い方も規模も違う
ため単純に比べられない
ところもありますが、おお
よそこのようになります。

●◉実質赤字比率
　一般会計などの実質赤字の比率で
あり、これが発生している場合は、
単年度の収支均衡が図られていない
状態を示します。

●◉連結実質赤字比率
　全ての会計の実質赤字の比率であ
り、これが発生している場合は地方公
共団体全体として単年度の収支均衡が
図られていない状態を示します。

●◉実質公債費比率
　公債費および公債費に準じた経費
の比重を示す比率であり、公債費に
よる財政負担の程度を客観的に表し
ます。

●◉将来負担比率
　地方債残高の他、一般会計などが
将来負担すべき実質的な負債をとら
えた比率であり、これが高いほど地
方公共団体にとっての将来負担が多
いことを示します。

用 語 解 説
健全化判断比率の指標




