
国民皆歯科健診義務化の理由



国民皆歯科健診って？
義務化？人生100年時代



痛い時だけ歯医者さんに
行く人は歯を失うリスクが高い

虫歯や歯周病を放置すると
全身の病気に繋がる

歯の治療で国の医療費負担額が
増え財政を圧迫する

口腔の健康が
全身の健康に
繋がる



歯周病を治療

プラーク（歯垢）を位相差顕微鏡で拡大した様子（動画）



プラーク（歯垢）



歯 石



歯周病の進行

健康な歯肉 初期（歯肉炎）

中等度歯周病重度歯周病



PORPHYROMONAS GINGIVALIS：ポルフィロモナス・ジンジバリス

Treponema denticola ：トレポネーマ・デンティコーラ

Tannerella forsythia ： ターネレラ・フォーサイシア

酸素が嫌い

歯周病菌

ＰＧ菌



歯周病菌と全身疾患の関係

誤嚥性肺炎 認知症

脳梗塞

糖尿病

心内膜炎

心筋梗塞

動脈硬化

早産

新型コロナ感染症

狭心症インフルエンザ 低体重児出産

がん



誤嚥性肺炎と歯周病
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95％が65歳以上



（資料）2020年4月21日発刊 日本歯科新聞

①

②

① 歯周病菌はウイルスの侵入を
助ける

② 歯周病菌は唾液の抗菌作用を
弱くする

２倍以上

新型コロナウイルスと歯周病



誤嚥性肺炎と新型コロナウイルス性肺炎の違い

誤嚥性肺炎

細菌性肺炎

新型コロナウイルス性肺炎

間質性肺炎

健康な肺

＋
重症化

肺胞

酸素

血管
間質

肺胞の

「 中 」
が炎症

肺胞の

「 外 」
が炎症



虚血性心疾患と歯周病

動脈硬化

血管詰まる



２０２５年には６５歳以上の
５人に１人は認知症

７３０万人

埼玉県

認知症と歯周病



認知症の分類

アルツハイマー型
認知症

レビー小体型
認知症

脳血管性
認知症

前頭側頭型
認知症

60％

20％

15%

5％
その他

10％



アミロイドΒの蓄積（脳のゴミ）

認知症の原因（アルツハイマー型）

アミロイドβが脳内に溜まって認知症発症まで

約２５年

アミロイドβ

蓄積

アミロイドβ 神経細胞の
破壊

脳の萎縮



お口の中と認知症

・残っている歯の数と認知症の関係

・噛むことと認知症の関係

・歯周病と認知症の関係



１噛み3.5mlの血液が脳へ

歯根膜

噛む

噛むことと認知症の関係

脳のゴミを洗い流してくれる！

30ミクロン沈む



歯周病とアルツハイマー型認知症の関係

歯周病菌（リポ多糖体）

歯周病菌（PG菌）

リポ多糖体（毒素）

カテプシンB（酵素）誘発

アミロイドβ産生

神経細胞の破壊

アルツハイマー病発症・症状悪化

アミロイドβ

Zhou Wu et al., 
Brain,Behavior, and Immunity, 2017



70歳以上の高齢者の口の中
に残っている歯の数（平均）

脳が健康な高齢者 認知症疑いありの高齢者

14.9本 9.4本

歯の数と認知症の関係



入れ歯使用と認知症発症との関係

Yamamoto T et al., Psychosomatic Medicine,2012

認知症発症
リスクが
約２倍！

噛む事が認知症の

予防にとても重要！

６５歳以上の
健常日本人4425人



・歯が多く残っている方が認知症になりにくい

・歯がなくても入れ歯で噛むことが大事

噛むことが脳への刺激になる。

噛むことでお口の周りの筋肉を
動かして頭の血流を良くする。

残っている歯を大事にしましょう。

歯周病

認知症の予防

残っている歯を大事にしましょう。



健康を維持するために

➊ かかりつけ歯科医を持つ ・むし歯を治療
・入れ歯を作る
・歯周病を治療

❷ 家で出来る事をする ・毎日の歯みがき
・入れ歯の手入れ
・うがい

❸ 口や舌を使う ・カラオケ
・音読
・パタカラ体操



毎日の歯磨き
歯磨き方法（歯ブラシ）

①歯ブラシの毛先を
歯の面に当てる

③150ｇ～200ｇの力で
磨く

②ふり幅は5～10ｍｍ



歯間ブラシ＆糸ようじでよりキレイに！

歯間部よりもやや小さい
サイズを選ぶ



糸状乳頭

危険

舌もキレイに磨きましょう



・食べカスなどのタンパク質

プラーク内細菌
が出す分解酵素

硫化水素
メチルメルカプタン

揮発性なので臭います

・粘膜の剥がれた細胞

硫黄化合物

舌もキレイに磨きましょう



舌もキレイに磨きましょう

舌苔 舌ブラシ



唾液は唾液腺で作られます

舌下腺

顎下腺

耳下腺

３大唾液腺



唾液は，そのほとんどが，耳下腺や顎下腺，舌下腺
などの３大唾液腺から分泌されます。

①耳下腺への刺激
人差し指から小指までの

４本の指を耳の下にあて、

上の奥歯のあたりを後ろ

から前へ向かって回します。

（10回）

②顎下腺への刺激
親指をあごの骨の内側の

やわらかい部分にあて、

耳の下からあごの下まで５か
所ぐらいを順番の押します。

（各５回ずつ）

③舌下腺への刺激

両手の親指をそろえ、

あごの真下から手をつき
上げるようにゆっくり
グーッと押します。

（5回）

唾液不足にはマッサージ



噛むことで唾液は出てきます

舌下腺

顎下腺

耳下腺

唾液腺は筋肉に密接しているので、噛んだり、
口の周りの筋肉を動かすことで唾液は出てきます。



入れ歯も細菌が繁殖します！

カンジダ・アルビカンス

真菌（カビ）



口腔カンジダ症



入れ歯の清掃方法





健口から

健康 ★

そして健幸へ

函館歯科医師会は皆様の健口を守ります


