
　歯周病は全身の病気と深い関わりをもつといわれています。日本歯
周病学会にご協力をいただき、歯周病についてのお話をうかがいます。
　第10回は「歯周病と認知症」です。

本当は怖い「歯周病」　

歯周病と認知症
第10回連載

歯周病予防のため、年に１、2回は歯科医院で
クリーニングをしましょう。

1985年東京医科歯科大
学歯学部卒業、1989年
東京医科歯科大学大学
院歯学研究科博士課程
修了、2018年より現職。

野
の

口
ぐち

　和
かず

行
ゆき

教授
日本歯周病学会常任理
事、日本歯周病学会専
門医・指導医

　

認
知
症
と
は
、
一
度
獲
得
し
た
認
知
機
能
が
、
何
ら

か
の
原
因
に
よ
り
持
続
的
に
低
下
し
、
日
常
生
活
や
社

会
生
活
に
支
障
を
き
た
す
状
態
を
い
い
ま
す
。
様
々
な

種
類
の
認
知
症
が
あ
り
、
最
も
有
名
な
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー

型
認
知
症
が
約
半
数
を
占
め
ま
す
。
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー

型
認
知
症
は
脳
神
経
が
変
性
し
て
脳
の
一
部
が
委
縮
し

て
い
く
た
め
、
発
症
初
期
は
も
の
忘
れ
が
多
く
ゆ
っ
く

り
と
進
行
し
ま
す
。
ま
た
、
脳
梗
塞
や
脳
出
血
な
ど
に

よ
り
生
じ
る
血
管
性
認
知
症
も
あ
り
、
複
数
の
認
知
症

を
合
併
し
て
い
る
患
者
も
多
く
み
ら
れ
ま
す
。

　

加
齢
や
生
活
習
慣
病
な
ど
が
発
症
の
リ
ス
ク
に
な

る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
日
本
に
お
け
る
65
歳
以

上
の
認
知
症
の
人
の
数
は
２
０
２
０
年
の
時
点
で
約

６
０
０
万
人
と
推
計
さ
れ
、
２
０
２
５
年
に
は
約

７
０
０
万
人
（
高
齢
者
の
約
５
人
に
１
人
）が
認
知
症
に

な
る
と
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
（
図
１
）。
ま
た
、
認
知
症

の
前
段
階
で
あ
る
軽
度
認
知
障
害
も
合
わ
せ
る
と
65
歳

以
上
の
人
の
30
％
近
く
が
認
知
症
に
な
る
と
も
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
人
生
１
０
０
年
時
代
を
迎
え
身
近
に
な
っ

て
き
て
い
る
認
知
症
で
す
が
、
ま
だ
根
本
的
な
治
療
法
・

薬
が
な
い
の
が
現
状
で
す
。

　

成
人
が
歯
を
失
う
最
も
大
き
な
原
因
は
歯
周
病
、

次
い
で
虫
歯
で
す
が
、
歯
の
喪
失
と
認
知
症
と
の
関

連
が
数
多
く
報
告
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
愛
知
県
で

２
０
１
２
年
に
行
わ
れ
たY

am
am

oto

ら
の
研
究
で
は
、

20
本
以
上
の
歯
が
残
っ
て
い
る
人
と
比
べ
て
、
歯
が
ほ

と
ん
ど
な
く
義
歯
を
使
用
し
て
い
な
い
人
で
は
、
約
１
・

９
倍
認
知
症
の
リ
ス
ク
が
高
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま

す
（
図
２
）。

　

一
方
、
義
歯
を
装
着
す
る
と
認
知
症
の
リ
ス
ク
が
低

下
し
、
20
本
以
上
の
歯
が
残
っ
て
い
る
人
と
同
等
に
近

い
リ
ス
ク
に
な
る
こ
と
も
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

理
由
は
ま
だ
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
十
分
な
咀そ

嚼し
ゃ
くが

で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
栄
養
素
の
摂
取
不
足
や
大
脳

の
海か
い

馬ば

や
扁へ

ん

桃と
う

体た
い

な
ど
認
知
機
能
を
つ
か
さ
ど
る
領

域
へ
の
刺
激
が
少
な
く
な
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
歯
が
多
く
残
っ
て
い
る
場
合
や
す
で
に
喪
失

し
て
い
て
も
入
れ
歯
等
で
口
腔
機
能
を
維
持
し
て
い
る

場
合
は
、
転
倒
の
リ
ス
ク
が
下
が
る
こ
と
や
要
介
護
認

定
に
な
る
可
能
性
が
低
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
要

介
護
に
な
り
や
す
い
疾
患
を
予
防
し
、
健
康
寿
命
を
延

伸
す
る
可
能
性
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
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実
は
、
歯
周
病
は
歯
を
失
う
以
外
に
も
認
知
症
に
影

響
を
与
え
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

歯
周
病
の
原
因
はPorphyrom

onas gingivalis

（
ポ

ル
フ
ィ
ロ
モ
ナ
ス
・
ジ
ン
ジ
バ
リ
ス 

）な
ど
の
歯
周
病

原
菌
を
含
む
プ
ラ
ー
ク
（
歯
垢
）で
す
が
、
こ
の
歯
周
病

原
菌
の
成
分
の
一
部
や
毒
素
が
認
知
症
患
者
の
脳
内
か

ら
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
脳
内
に
侵
入
し
た
細
菌
の

成
分
や
毒
素
が
神
経
炎
症
や
神
経
細
胞
・
組
織
の
変
性

の
慢
性
化
に
関
与
し
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
の
病
態
を

悪
化
さ
せ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
歯
周

組
織
で
歯
周
病
原
菌
に
よ
っ
て
生
じ
る
＊
炎
症
メ
デ
ィ

エ
ー
タ
ー
と
い
わ
れ
る
物
質
が
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病

の
病
態
を
変
化
さ
せ
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
（
図
３
）。

　

認
知
症
が
進
行
し
て
い
く
と
、
ど
う
し
て
も
自
分
自

身
で
口
腔
内
の
変
化
や
違
和
感
に
気
が
付
き
に
く
く
な

り
、
周
囲
の
方
が
異
変
に
気
が
付
い
て
受
診
さ
れ
た
こ

ろ
に
は
虫
歯
や
歯
周
病
が
進
行
し
て
い
た
り
、
合
わ
な

い
義
歯
で
口
の
中
が
傷
だ
ら
け
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
口
腔
の
ケ
ア
を
良
好
に
行
う
こ
と
が
難
し

く
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
歯
科
医
院
へ
の
通
院
も
困
難

に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

認
知
症
に
な
る
前
あ
る
い
は
軽
度
で
歯
科
医
院
へ
の

通
院
が
可
能
な
う
ち
に
口
腔
の
機
能
回
復
処
置
を
受

け
、
口
腔
内
の
環
境
を
良
好
に
維
持
す
る
よ
う
に
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
食
生
活
を
楽

し
み
、
栄
養
の
バ
ラ
ン
ス
を
維
持
し
、
認
知
症
の
進
行

を
遅
ら
せ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

次
号
は
「
歯
周
病
と
誤
嚥
性
肺
炎
と
の
関
連
」で
す
。
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＊糖尿病有病率の増加により認知症有病率が上昇すると仮定した場合。「日本における
認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（2014年度厚生労働科学研究費補助金
特別研究事業 二宮利治・九州大学教授）による速報値

出典：高齢者の健康・福祉　平成２８年度版高齢社会白書（概要版）　内閣府

出典：Yamamoto T et al.,  Psychosom Med, 2012

認
知
症
と
は

65歳以上の認知症患者数と有病率の割合図１

認
知
症
と
歯
の
喪
失
と
の
関
連

歯
周
病
が
認
知
症
に
及
ぼ
す
影
響

ま
と
め

歯数・義歯使用と認知症発症との関係

歯周病と認知症との関係（仮説）
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毒素
炎症メディエーター

咀嚼機能の低下
栄養状態の変化

脳内慢性炎症
脳血流量の変化
神経変性

アルツハイマー病の
増悪

＊

＊炎症メディエーターと
は、体内で炎症反応を
起こしたり維持したり
する物質の総称。

Kinzokukenpo.2023.MarchKinzokukenpo.2023.March 1617


