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「
歯
」が
抜
け
て
ま
せ
ん
か
？

そ
の
歯
科
治
療
で

幸
せ
に
な
れ
る
か
ど
う
か

脳
の
画
像
が
教
え
て
く
れ
た

　
歯
科
の
領
域
に
新
た
な
側
面
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。
医

科
と
連
携
し
て
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
行
っ
た
り
、
長
寿
時
代
の

Q
O
L
に
つ
な
が
る
食
べ
る
力
の
支
援
な
ど
。
世
界
で
唯
一

の
歯
科
心
療
科
を
率
い
る
豊
福
先
生
は
、
脳
と
体
の
バ
ラ
ン

ス
に
着
目
し
た
研
究
で
歯
科
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

歯
科
診
療
の
現
場
で
は
、
治
療
技

術
が
進
む
一
方
で
、
原
因
の
わ
か
ら

な
い
不
定
愁
訴
が
増
え
て
い
ま
す
。

「
痛
い
」「
噛
め
な
い
」と
い
っ
た
症
状

が
あ
る
の
に
、
診
察
す
る
と
特
に
異

常
は
な
い
。
歯
の
痛
み
に
と
ど
ま
ら

ず
耳
鳴
り
や
動
悸
も
あ
る
の
で
耳
鼻

科
や
脳
外
科
を
回
っ
た
が
原
因
が
見

つ
か
ら
な
い
。
そ
ん
な
患
者
さ
ん
が

「
歯
の
治
療
を
し
て
か
ら
調
子
が
悪

く
な
っ
た
、
何
と
か
し
て
」と
戻
っ

て
来
ら
れ
る
の
で
す
。
治
療
し
た
歯

科
医
に
と
っ
て
は
患
者
さ
ん
が
ク

レ
ー
マ
ー
の
よ
う
に
思
え
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
ぜ
起
き
る

の
で
し
ょ
う
か
。
歯
科
治
療
の
強
み

は
、
義
歯
や
イ
ン
プ
ラ
ン
ト
、
詰
め

物
な
ど
の
人
工
物
を
適
切
に
用
い
て

虫
歯
や
か
み
合
わ
せ
な
ど
の
症
状
に

合
わ
せ
た
対
応
が
で
き
る
こ
と
で

す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
慢

性
の
痛
み
や
異
物
感
、
味
覚
変
化
や

口
内
の
ね
ば
つ
き
や
べ
た
つ
き
な
ど

の
体
感
を
治
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
症
状
は
歯
科
心
身
症
と

呼
ば
れ
ま
す
。
そ
の
一
つ
に「
口
腔

セ
ネ
ス
ト
パ
チ
ー
」と
い
う
疾
患
が

あ
り
ま
す
。
原
因
が
な
い
の
に
歯
や

歯
茎
、
舌
や
の
ど
の
奥
な
ど
、
口
腔

領
域
の
奇
異
な
異
物
感
を
訴
え
る
病

態
で
す
。
し
か
し
、
患
者
さ
ん
が
嘘

を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
幻
肢
痛
を
解
明
し
た
脳
神
経
内

科
V
・
S
・
ラ
マ
チ
ャ
ン
ド
ラ
ン
先

生
の
言
葉
に
歯
科
と
患
者
の
溝
を
埋

め
る
ヒ
ン
ト
が
あ
り
ま
し
た
。「
患

者
は
こ
う
い
う
作
り
話
は
し
な
い
。

99
％
は
本
当
の
こ
と
。
も
し
患
者
の

話
が
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
も
の
だ
っ

た
ら
そ
れ
は
た
い
て
い
、
こ
ち
ら
が

患
者
の
脳
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か

理
解
で
き
る
ほ
ど
利
口
で
な
い
こ
と

に
原
因
が
あ
る
」（『
脳
の
な
か
の
幽

霊
』よ
り
）。

　

患
者
さ
ん
を
診
る
視
点
や
領
域
を

変
え
る
こ
と
に
解
決
の
糸
口
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
脳
か
ら
歯
科
を
見

た
ら
ど
う
だ
ろ
う
？　

そ
れ
が
日
本

歯
科
心
身
医
学
会
の
テ
ー
マ
と
な
っ

た
の
で
す
。

　

口
腔
セ
ネ
ス
ト
パ
チ
ー
の
症
状
を

脳
か
ら
見
直
す
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
発

見
が
あ
り
ま
し
た
。S
P
E
C
T（
脳

機
能
画
像
検
査
）で
患
者
さ
ん
の
脳

の
活
動
を
ス
キ
ャ
ン
し
て
み
る
と
、

前
頭
葉
と
側
頭
葉
の
右
と
左
の
バ
ラ

ン
ス
の
違
い
や
、
感
覚
に
関
係
す
る

レ
ン
ズ
核
や
視
野
角
な
ど
に
左
右
差

が
認
め
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、

患
者
さ
ん
に
起
き
て
い
る
こ
と
が
気

の
せ
い
や
妄
想
な
ど
で
は
な
く
、
独

特
な
脳
活
動
に
よ
る
こ
と
を
教
え
て

く
れ
る
も
の
で
し
た
。
さ
ら
に
、
精

神
科
的
既
往
症
の
有
無
で
脳
活
動
が

変
わ
る
点
も
あ
る
け
れ
ど
そ
れ
が
決

め
手
で
は
な
い
こ
と
、
逆
に
、
歯
科

治
療
で
症
状
の
改
善
さ
れ
た
方
が
不

調
を
解
消
す
る
と
同
時
に
脳
内
の
血

流
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
も
解
消
さ
れ
て

い
る
こ
と
な
ど
が
次
々
と
判
明
し
ま

し
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
か
ら
、

側
頭
葉
や
後
頭
葉
、
中
心
溝
付
近
の

脳
活
動
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
口
腔
セ

ネ
ス
ト
パ
チ
ー
に
関
与
し
て
い
る
と

い
う
結
論
を
掴
む
こ
と
が
で
き
た
の

豊
とよふく

福 明
あきら

先生

東京医科歯科大学大学院　
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1984年3月　山口県立徳山高
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歯科心身医学分野　教授
　　　　　　　　　現在に至る

歯科医の治療に問題はないはずなのに、
歯や口の中の痛みや違和感が消えないと
訴える患者さん——。そこでは一体何が
起きているのだろう。きみが患者さん
だったら？　あるいは歯科医だったら？　
どうすれば解決できるだろうか。

「
痛
い
」症
状
は
あ
る
の
に

原
因
が
わ
か
ら
な
い
不
定
愁
訴

患
者
さ
ん
の
脳
で
は　

何
が
起
き
て
い
る
の
か

従来の歯科医学では
解決できない症状

　先生が強調！

　咬み合わせや義歯、インプラントなど治療を
行った後に慢性的な痛みを訴える人は少なくな
い。これを歯科心身症というが原因が見つから
ないために詐病視されることもあるほどだ。歯
や舌、口腔内、顔面の痛み、咬み合わせの異常感、
味覚異常、口腔乾燥、口臭など訴えはさまざま
だが、従来の歯科医学では解決できなかった。

1POINT

口腔セネストパチーの
患者さんの脳活動を解析

　研究の核心！

　原因不明の症状を訴える患者さんの脳の中で
は何が起こっているのだろうか。客観的な所見
はないにもかかわらず、口腔内に奇異な異物感
を訴える――そんな「口腔セネストパチー」の
患者さんの脳活動をSPECTで見ると、前頭葉
や側頭葉、レンズ核や視床部の血流にアンバラ
ンスがあることがわかった。これが疾患に関与
している可能性があり、患者さんの症状を改善
する手掛かりとなった。

2POINT

君はどう考える？

医
・
歯
・
薬

歯
科
心
身
医
学



アメリカの神経科学者、V・S・ラマチャンド
ラン氏は、切断された手足の痛み（幻肢痛）を
訴える患者たちに出会い、脳の働きとの関連に
ついてさまざまな仮説を立てた。著書「脳のな
かの幽霊」にはその考察と検証が記されている。
同氏は脳を錯覚させるミラーボックスと呼ばれ
る治療法を考案したことでも知られる。
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医
・
歯
・
薬

歯
科
心
身
医
学

　医科と歯科の狭間で死角に陥りやすい「歯の不定愁訴」。歯科
心療科の研究によって歯や口の慢性疼痛や咬み合わせの違和感な
どを訴える歯科心身症への偏見が解消され、総合的な診療で患者
さんの状態が改善され、より本質に迫る治療法の開発や改良の一
助となる。

で
す
。

　

同
時
に
、
う
つ
病
急
性
期
に
歯
科

治
療
を
受
け
る
と
、
口
腔
セ
ネ
ス
ト

パ
チ
ー
発
症
の
契
機
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
て
き

て
い
ま
す
。
歯
科
治
療
を
受
け
る
際

は
精
神
症
状
の
把
握
と
、イ
ン
フ
ォ
ー

ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
が
大
切
で
す
。

　

私
は
歯
科
医
に
な
っ
て
30
年
、
脳

の
画
像
研
究
を
始
め
て
10
年
近
く
経

ち
ま
す
。
口
の
中
の
異
常
は
な
い
の

に
違
和
感
を
訴
え
続
け
る
患
者
さ
ん

に
は
、
一
体
何
が
起
き
て
い
る
の
だ

ろ
う
と
ず
っ
と
考
え
続
け
て
き
ま
し

た
。
そ
れ
が
口
腔
感
覚
の
認
知
の
歪

み
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
結

論
を
20
年
か
け
て
少
し
ず
つ
証
明
し

つ
つ
あ
り
ま
す
。
患
者
さ
ん
が
症
状

を
作
り
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

こ
れ
ら
の
症
状
に
巻
き
込
ま
れ
て
い

る
と
い
う
逆
転
し
た
見
立
て
で
す
。

　

原
因
の
一
つ
は
脳
の
連
合
野
に
お

け
る
情
報
処
理
過
程
の
歪
み
。
も
う

一
つ
は
神
経
伝
達
物
質
レ
ベ
ル
の
障

害
。
私
た
ち
歯
科
医
も
、
歯
の
不
定

愁
訴
を
脳
が
痛
み
と
し
て
知
覚
す
る

こ
と
で
精
神
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な

影
響
を
与
え
か
ね
な
い
と
い
う
事
実

を
あ
ら
か
じ
め
イ
ン
プ
ッ
ト
し
て
お

け
ば
、
患
者
さ
ん
の
訴
え
に
対
し
て

「
脳
の
中
で
そ
う
感
じ
る
エ
ラ
ー
が

生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」と
考
え

る
視
点
が
持
て
る
よ
う
に
な
り
、
冷

静
か
つ
発
展
的
な
治
療
に
注
力
で
き

る
で
し
ょ
う
。
当
た
り
前
の
こ
と
で

す
が
、
診
断
か
ら
治
療
ま
で
一
貫
し

て
診
な
け
れ
ば
そ
の
疾
患
を
本
当
に

理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
す
。

　

口
腔
内
の
痛
み
の
ケ
ア
は
世
界
的

に
も
ホ
ッ
ト
な
研
究
領
域
に
な
っ
て

お
り
、
新
し
い
研
究
論
文
も
数
多
く

出
て
い
ま
す
。
臨
床
で
緻
密
な
観
察

と
描
写
を
行
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

研
究
を
知
る
こ
と
も
大
事
で
す
。「
研

究
」は
治
ら
な
い
病
気
を
治
せ
る
よ

う
に
す
る
た
め
、「
臨
床
」は
患
者
さ

ん
に
今
あ
る
一
番
良
い
治
療
を
す
る

た
め
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
歯

科
に
は
こ
の
両
輪
の
バ
ラ
ン
ス
が
大

事
で
す
。
現
在
、
東
京
医
科
歯
科
大

学
の
歯
科
心
身
医
療
外
来
と
い
う
診

療
室
で
学
生
た
ち
と
共
に
そ
れ
を
実

践
し
て
い
ま
す
。
独
立
し
た
歯
科
心

療
科
の
診
療
室
が
あ
る
の
は
世
界
で

東
京
医
科
歯
科
大
学
だ
け
で
す
。

　

あ
る
患
者
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た

手
紙
の
言
葉
が
大
切
な
こ
と
を
教
え

て
く
れ
ま
し
た
。「
自
覚
症
状
が
強
く

あ
る
の
に
、
検
査
に
全
く
引
っ
か
か

ら
な
い
た
め
に
、
医
者
か
ら
相
手
に

事故などで四肢などの切断が生じた患者が、失
われた手足があるように感じ、さらにそこに強
い痛みを感じることを幻肢痛という。中枢神経
系の機能障害に起因すると考えられるが、通常
の鎮痛剤などが効かないことから難治性疼痛に
分類されている。

幻肢痛

痛みの原因はどこから来るのか
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問
題
を
見
つ
け
、
自
分
で
そ
の
答
え

を
探
し
て
い
く
の
が
大
学
の
学
び
で
す
。

そ
の
と
き
に
「
ど
こ
で
学
ぶ
か
」
は
大

事
で
す
。
で
す
か
ら
「
徹
底
的
に
考
え

る
営
み
」を
志
し
て
ほ
し
い
。ま
さ
に
今
、

皆
さ
ん
は
冒
険
の
扉
を
叩
く
わ
け
で

す
。
偏
差
値
や
得
意
科
目
を
気
に
し
た

り
、
既
存
の
イ
メ
ー
ジ
に
と
ら
わ
れ
て

挑
戦
す
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
な
い
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
。
自
分
は
文
系
だ
け

ど
医
療
に
興
味
が
あ
る
、
人
と
話
す
こ

豊
福
先
生
か
ら
君
へ

心
も
診
る
こ
と
の
で
き
る　

歯
科
治
療
を
目
指
し
て

さ
れ
な
い
こ
と
ほ
ど
苦
し
く
悲
し
い

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」と
。

た
と
え
今
す
ぐ
命
に
関
わ
ら
な
い
症

状
で
あ
っ
て
も
、
検
査
に
あ
が
っ
て

こ
な
い
症
状
で
あ
っ
て
も
、
悩
め
る

患
者
さ
ん
の
た
め
に
医
療
は
あ
り
ま

す
。
歯
科
治
療
を
通
し
て
患
者
さ
ん

を
幸
せ
に
す
る
こ
と
を
追
求
す
る
時

代
が
来
て
い
ま
す
。

講義を読み解く

と
が
好
き
、
細
や
か
な
手
仕
事
が
得

意
と
い
う
人
こ
そ
歯
学
部
に
チ
ャ
レ

ン
ジ
し
て
み
る
こ
と
を
お
す
す
め
し

ま
す
。「
人
間
」
を
知
る
学
問
に
興

味
が
あ
れ
ば
、
変
化
し
つ
つ
あ
る
歯

学
部
に
挑
戦
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　東京医科歯科大学歯学部
は6年制の歯学科と4年制
の口腔保健学科（口腔保健
衛生学専攻、口腔保健工学
専攻）で構成されている。
日本最大規模の歯学部附属
病院を併設し、長期間の研
究室配属や診療参加型臨床
実習により、最先端の研究
分野への道を拓くことがで
きる。海外の50校以上の
大学と学術交流提携があ
り、海外派遣プログラムな
どでグローバルに学べる。

日本最大規模の
歯科医学研究機関で
最先端の研究ができる

今
、
冒
険
の
扉
を
叩
く
と
き

ど
こ
で
学
ぶ
か
は
決
定
的
に
大
事

●好きな言葉

歯科医師の仕事の良い点や
やりがいを教えてください

医科と歯科の垣根を越え
本質に迫る治療法の開発へ

歯科医師が過剰だと聞きますが
今後はどうなりますか？Q1 Q2

　自己完結的な診療形態ということから、
診断から治療までのすべてを自分の判断や
技量で工夫することができ、やりがいがあ
ります。デジタル化も進み、職人芸に磨き
をかけて高付加価値化が望めます。

　歯科医師が多いと指摘されたのは10年
以上前です。現在は歯学部の定員が削減さ
れ、国家試験の合格率も6割程度。歯科医
師が一番多かった世代は引退される人が多
く、過剰ではなくなってきています。


