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つ
き
や
ま
歯
科
医
院
は
、
長
い
間
、
福
岡
市
内
の
住
宅
地
で
ヘ

ル
ス
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
型
の
歯
科
医
療
を
実
践
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
る
患
者
さ
ん
の

数
も
多
く
、
地
域
住
民
の
口
腔
の
健
康
維
持
に
一
定
の
役
割
を
果

た
し
て
き
た
と
自
負
し
て
い
ま
す
。し
か
し
、ヘ
ル
ス
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ

ン
型
歯
科
医
療
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
す
で
に
日

吉
歯
科
医
院（
山
形
県
酒
田
市
）に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
メ
デ
ィ
カ

ル
・
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
・
モ
デ
ル（
Ｍ
Ｔ
Ｍ
）を
取
り
入
れ
る
と
と

も
に
、
歯
周
、
エ
ン
ド
、
補
綴
の
専
門
医
を
配
置
す
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。
そ
の
理
由
と
将
来
展
望
に
つ
い
て
お
伝
え
し
ま
す
。

写真は「親子」の会話ではなく、GPと専門医の役割分
担の場面。理事長は最近、後進への引き継ぎを目的に、
患者数を半分に抑えて医院マネジメントに尽力してい
る。GP（総合診療医）、歯科衛生士、専門医の役割分
担をより明確にして、科学的ガイドラインにのっとった
縦横無尽の連携が可能になった。
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ヘ
ル
ス
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
型

歯
科
医
療
に

「
専
門
医
」の
ナ
ゼ
？

院
内
医
療
連
携
の

実
際

メディカルトリートメントモデル
（MTM）をベースにした医療連携

メインテナンス・総合医療フロア2Ｆ

専門医フロア 手術室／CT1Ｆ
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手術室とCTは、１階部分と２階部分で共用できる。
GPあるいは歯科衛生士の科学的な判断の下、症例の
難易度により専門医治療が必要だと思われる患者さん
は、１階に紹介され受診する。当院ではあらゆる症例
で唾液検査を含むリスク検査がなされており、１階と
２階の方向性に一貫性があるため、１階に紹介された
時点で治療合意を得られていることが多い。

もともとガレージだった1階部分をインプラント・再生医療専門エリ
アとして改装。一見、「高付加価値サービス」のための独立したエリ
アのようだが、主軸は2階部分のメインテナンス・総合医療に置く
ことを原則にしている。

専門医フロア1Ｆ

手術室／CT1Ｆ
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ヘ
ル
ス
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
利
点
と
限
界

主
観
に
左
右
さ
れ
や
す
い

　

こ
れ
ま
で
当
院
が
実
践
し
て
き
た
ヘ
ル
ス
プ

ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
型
の
歯
科
医
療
に
は
、
次
の
よ

う
な
利
点
が
あ
り
ま
す
。

・
患
者
さ
ん
の
生
活
の
実
情
に
合
わ
せ
た
細
や

か
な
改
善
提
案
が
で
き
る

・
治
療
計
画
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
策
定
、
合
意
形

成
が
患
者
さ
ん
主
体
で
行
え
る

・
自
分
の
現
状
と
今
後
に
つ
い
て
、
患
者
さ
ん

自
身
の
責
任
で
決
定
で
き
る

　

そ
の
た
め
、
診
療
の
合
間
に
行
わ
れ
る
患
者

さ
ん
と
担
当
医
・
担
当
歯
科
衛
生
士
と
の
雑
談

を
記
録
し
た「
患
者
ノ
ー
ト
」な
ど
の
主
観
的

情
報
を
重
視
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
医
院

側
だ
け
で
な
く
患
者
さ
ん
自
身
や
家
族
に
と
っ

て
も
貴
重
な
情
報
源
で
あ
り
、
生
活
記
録
で
あ

る
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
、
患
者
さ
ん

の
自
己
決
定
を
重
ん
じ
る
診
療
体
制
で
あ
る
た

め
、ス
ム
ー
ズ
な
合
意
形
成
が
し
や
す
い
の
が
、

生
活
習
慣
へ
の
介
入
と
い
う
側
面
が
大
き
い
歯

科
医
療
に
お
い
て
は
有
効
性
が
高
い
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
利
点
は
別
の
側
面
か
ら

見
れ
ば
デ
メ
リ
ッ
ト
に
つ
な
が
る
こ
と
に
も
な

り
ま
す
。
つ
ま
り
、

・
患
者
さ
ん
の
主
観
的
判
断
に
、
医
療
判
断
が

引
っ
張
ら
れ
て
し
ま
い
や
す
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
ヘ
ル
ス
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ

ン
は
、
個
別
具
体
的
な
行
動
変
容
を「
仮
の

ゴ
ー
ル
」と
し
ま
す
か
ら
、
疫
学
的
な
デ
ー
タ

に
よ
っ
て
成
果
を
評
価
し
に
く
い
面
も
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
、
患
者
さ
ん
と
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で「
こ
れ
で
よ

い
だ
ろ
う
」と
判
断
し
て
い
た
も
の
が
、
最
終

的
な
ゴ
ー
ル
で
あ
る
患
者
さ
ん
の
長
期
的
な
口

腔
健
康
の
維
持
・
向
上
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い

場
合
も
多
い
こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。
や
や
も

す
る
と
ア
ン
ダ
ー
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
に
な
り
が

ち
で
、
不
可
逆
的
な
段
階
に
な
っ
て
か
ら「
病

　つきやま歯科医院のこれまでを
象徴する診療風景。診療の合間に、
院長が患者さんと雑談。これを手
空きの歯科衛生士が聞いてチェア
サイドの「患者ノート」に細かく記
録する。
　ここから貴重な知恵が得られる
場合が少なくないが、過去の実績
を振り返ると、患者さんの主観に
振り回されたり、積極的治療介入
のタイミングを逸したりすることも
多かったようだ。

雑談＋ノート記録＝
貴重な知恵なのだが…

気
」と
判
断
し
て
治
療
介
入
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
な
ど
の
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
歯
科
医
療
の
本
質

的
目
的
で
あ
る
発
症
予
防
・
進
行
抑
止
と
の
間

に
食
い
違
い
が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

疑
問
を
感
じ
た
の
で
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
Ｍ
Ｔ
Ｍ
に
代
表
さ
れ
る
リ

ス
ク
管
理
型
の
予
防
歯
科
医
療
は
、
長
期
間
か

つ
多
数
の
患
者
さ
ん
を
対
象
と
し
た
地
域
的
な

疫
学
研
究（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
カ
ー
ル
ス
タ
ッ

ト
、
日
本
・
酒
田
）に
よ
っ
て
、

・「
ど
の
よ
う
な
リ
ス
ク
を
持
っ
て
い
る
群
に

対
し
て
」「
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
ど
の
よ
う

な
方
策
に
よ
り
」「
何
を
目
標
・
評
価
基
準
と

し
て
介
入
し
、
経
過
観
察
す
べ
き
か
」

と
い
う
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
明
確
に
な
っ
て
い
ま
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受診者疾病構造の推移

図１

2001～2011年：予防歯科実践期の当院
予防と高度治療ニーズの割合が大きくなっ
ており、過渡期的な様相になっている

40% 40%

20%

高度な技術（インプラントなどの外科的侵襲の大きい治療）

中間的技術（修復、補綴、矯正など）

予防、セルフケア、簡単な治療

これまでと異なり、規格性の高いデータ収集・分析とリ
スク診断が必須となっているため、昼休みでもスタッフ
はトレーニング（口腔内写真撮影、資料整理など）に余念
がない。

す
。

　

そ
の
た
め
当
院
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
方
針
を

大
幅
に
変
更
し
、
ヘ
ル
ス
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の

利
点
を
残
し
な
が
ら
も
、
Ｍ
Ｔ
Ｍ
を
主
軸
に
し

た
徹
底
し
た
リ
ス
ク
管
理
を
重
視
す
る
予
防
診

療
へ
と
か
じ
を
切
り
ま
し
た
。そ
の
切
り
札
が
、

本
格
的
な
専
門
医
制
の
導
入
で
す
。

専
門
医
に
よ
る
診
療
の
意
義

適
応
は
非
常
に
限
ら
れ
て
い
る

　

周
知
の
よ
う
に
、
日
本
の
歯
科
医
療
に
お
い

1989年：治療中心だったころの当院
「予防」という言葉がまだ市民権を得ておら
ず、う蝕の洪水の時代。中程度の治療ニー
ズが圧倒的だった

5%
10%

85%

70%

20%
10%

2011年：
ＭＴＭを実践している日吉歯科診療所
ＷＨＯバームス報告が予見した最終的なモ
デルに近くなり、安定している
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て
は
、
国
際
的
な
基
準
に
照
ら
し
て
信
頼
性
の

あ
る
専
門
医
養
成
・
評
価
シ
ス
テ
ム
は
整
備
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。
中
に
は
、
一
日
で
で
き
る
イ

ン
プ
ラ
ン
ト
や
骨
造
成
コ
ー
ス
な
ど
、
危
険
性

を
伴
う
ミ
ス
リ
ー
ド
で
は
な
い
か
と
感
じ
さ
せ

る
育
成
シ
ス
テ
ム
も
存
在
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
は
、
日
本
に
お
け
る「
専
門
医
」「
認
定
医
」

の
在
り
方
が
十
分
な
公
共
性
を
持
っ
て
い
な
い

た
め
に
発
生
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

歯
科
に
お
け
る
専
門
医
シ
ス
テ
ム
が
最
も
整

備
さ
れ
て
い
る
の
は
ア
メ
リ
カ
だ
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
専
門
医
認
定
基

準
が
厳
格
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

米
国
歯
科
医
師
会（
Ａ
Ｄ
Ａ
）が
認
定
教
育
に

関
す
る
責
任
を
負
い
、
そ
の
下
で
認
定
委
員
会

（
Ｃ
Ｏ
Ｄ
Ａ
）
が
認
定
基
準
を
公
開
・
実
施
し

て
い
る
透
明
性
の
高
い
制
度
が
、
長
い
時
間
を

か
け
て
整
備
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

　

現
在
の
日
本
で
は
、
専
門
医
シ
ス
テ
ム
が
医

療
提
供
体
制
や
診
療
報
酬
、
診
診
連
携
体
制
な

ど
の
社
会
資
源
と
リ
ン
ク
し
て
い
な
い
た
め
、

ア
メ
リ
カ
の
大
学
な
ど
で
正
規
の
追
加
教
育
を

受
け
て
専
門
医
と
な
っ
て
も
、
帰
国
す
れ
ば
他

の
歯
科
医
師
と
同
じ
く
Ｇ
Ｐ（
総
合
診
療
医
）

と
し
て
仕
事
を
し
て
い
る
歯
科
医
師
が
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
歯
科
医
療
に
関
わ
る

上／個室化の目的は、患者
さんに付加価値を印象付け
るものではなく、歯科衛生士
やGPが責任を持って本来の
プライマリケアの役割を果
たすための環境準備である。
下／個室化に伴って医局の
スペースを大幅に削ることに
なり、荷物整理が全ドクター
に命じられた。7月27日の
段階ではまだ誰も荷物が片
付いていなかったが、工事
直前にはドクター全員参加
で即座にきれいになった。

2012年７月
治療、予防が混在したオープンスペース

メインテナンス・総合医療フロア2Ｆ

本来の衛生士の役割に完全特化した口腔衛生部
と、ドクター中心の治療部の個室化

初診時年齢別歯周病進行度※

重度の患者さんは全体のわずか６%！

図2

健康 初期 中等度 重度

0 20 40 60 80 100（％）

55～

（歳）

1,140

対象人数4,754人

～19 50990.8 8.4

20～ 34 1,38668.524.2 6.5

35～ 44 9798.0 67.1 19.6 5.3

45～ 54 74052.8 35.4 10.1

36.1 49.6 13.3

0.8

※日吉歯科医院2008～ 2009年公開データ参照
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人
的
資
源
の
大
き
な
無
駄
に
つ
な
が
り
ま
す
。

専
門
医
は
専
門
医
の
、
Ｇ
Ｐ
は
Ｇ
Ｐ
の
領
域
で

社
会
的
役
割
を
十
分
に
果
た
す
道
を
見
つ
け
る

べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
G
P
が
8
割
、
専
門
医

が
2
割
程
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
割
合
を

そ
の
ま
ま
日
本
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
可
能
で

し
ょ
う
か
。
日
本
に
お
い
て
は
認
定
医
、
専
門

医
の
定
義
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
単

純
に
比
較
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
2
割
の
専
門
医

で
所
要
の
歯
科
医
療
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
か

と
い
え
ば
疑
問
が
残
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
歯
周
病
専
門
医
の
場
合
、
一
般

的
に
専
門
医
に
よ
る
治
療
の
適
応
と
考
え
ら
れ

る
根
分
岐
部
病
変
の
存
在
、
垂
直
性
骨
吸
収
な

ど
の
症
例
に
対
し
て
、
国
際
的
な
基
準
に
の
っ

と
っ
た
高
度
医
療
が
行
え
る
専
門
医
は
、
十
分

な
数
と
質
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く

い
の
で
す
。

　

そ
の
た
め
、
そ
れ
ら
の
病
態
に
陥
る
前
に
、

重
症
度
に
移
行
し
な
い
よ
う
G
P
、
歯
科
衛
生

士
に
よ
っ
て
発
症
予
防
、
進
行
抑
止
が
な
さ
れ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん（
図
2
）。
G
P
が
専

門
医
に
紹
介
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
ま
で
治
療

を
抱
え
込
む
と
、
さ
ら
に
病
態
が
進
行
し
、
複

雑
化
す
る
リ
ス
ク
も
あ
り
ま
す
。

　

予
防
を
基
礎
と
し
て
地
域
社
会
に
お
け
る
歯

科
医
療
の
長
期
的
な
役
割
を
模
索
し
て
き
た
当

院
で
、
専
門
医
が
必
要
不
可
欠
な
存
在
に
な
っ

た
理
由
と
し
て
は
、

・
予
防
を
行
う
こ
と
で
多
く
の
歯
が
健
全
に
保

た
れ
、
患
者
さ
ん
の
口
腔
内
へ
の
健
康
観
が

高
ま
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
高
度
な
医
療
に

対
す
る
需
要
が
増
え
て
き
た

（例）重症度の高い歯周疾患
について骨造成、インプラ
ント埋入などの治療を紹介
依頼された場合

診診連携の紹介を受ける条件
リスク管理、診療、予防
におけるコンセプトの共
有が必須

アメリカの専門医コースの特徴

● 科によって２～５年と年限が異なる。
口腔外科は、顎顔面外科医として医師
の資格の取得を希望すれば、さらに２
年でダブルライセンスが取得可能

● 科ごとに大学によって募集人員が異な
る。補綴科は少なくなり、小児が増え
る傾向にある。これらは州の専門的な
歯科医療事情を反映している

● 専門医養成過程の教育カリキュラ
ムは、ADA内の組織であるCODA
（Commission on Dental Accreditation）
において決定され、7、8年に一回、各
教育機関の質が確保されているか300
以上の項目にわたって詳細な診査が行
われる。このようなプロセスを経て、教
育の質が維持される

● 過去に取捨選択された質の高い論文を
500本以上抄読する。これらの論文は
日常臨床教育に直結するため、実用性
の高いエビデンスに基づく医療判断の
トレーニングを自然と行うことになる

紹介元の歯科医院に、リ
スク管理に基づく治療や
メインテナンスの体制が
整っていないなどコンセ
プトのズレがあると、治
療結果を継続して共有で
きない！

質の高い専門治療を紹介
するのは、診療コンセプ
ト、臨床評価基準を共有
できる歯科医療機関でな
ければならない！
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院内医療連携の実際

と
い
う
も
の
だ
け
で
な
く
、

・
Ｇ
Ｐ
、
歯
科
衛
生
士
が
担
当
す
る
プ
ラ
イ
マ

リ
ケ
ア
を
高
い
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
で
行
う
た
め

に
、
そ
の
範
囲
を
越
え
る
医
療
を
担
当
す
る

専
門
医
療
が
不
可
欠
に
な
っ
た

と
い
う
側
面
が
あ
り
ま
す
。

　

日
本
で
は
、
同
じ
専
門
分
野
で
も
複
数
の
学

会
が
存
在
し
、
診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
歯
科
界

全
体
で
統
一
し
に
く
い
環
境
に
あ
り
ま
す
。
そ

も
そ
も
、
そ
の
学
会
を
包
括
的
に
統
一
す
る
組

織（
米
国
で
は
A
D
A
）
が
存
在
せ
ず
、
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
な
性
質
の
強
い
ス
タ
デ
ィ
ー
グ
ル
ー

プ
や
、
経
験
を
偏
重
す
る
臨
床
家
の
ミ
ス
リ
ー

ド
が
、
一
般
開
業
医
の
見
解
を
混
乱
に
陥
れ
て

い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
中
で
の
診
診
連
携
は

非
常
に
バ
ラ
ン
ス
が
悪
く
、
お
互
い
が
共
通
言

語
を
用
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
き
な
い

と
い
う
危
う
い
側
面
も
含
ん
で
い
ま
す
。

　

同
じ
コ
ン
セ
プ
ト
を
持
っ
て
い
な
い
歯
科
医

院
と
の
間
に
は
、
診
診
連
携
は
成
り
立
ち
に
く

い
た
め
、
現
在
で
は
院
外
の
G
P
が
当
院
の
専

門
医
を
紹
介
し
、
治
療
終
了
後
に
元
の
医
院
に

戻
す
と
い
う
関
係
性
は
、
よ
ほ
ど
の
相
互
理
解

が
な
い
限
り
現
実
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
従
っ

て
現
時
点
で
は
、
完
全
に
コ
ン
セ
プ
ト
を
共
有

し
て
い
る
院
内
の
診
療
ス
タ
ッ
フ
間
で
紹
介
基

準
と
な
る
科
学
的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
を
行

い
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ケ
ア（
予
防
、
総
合
診
療
）

か
ら
専
門
医
へ
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
、
ま
た
共
通

の
基
準
を
ク
リ
ア
し
た
ら
メ
イ
ン
テ
ナ
ン
ス
に

入
る
と
い
う
流
れ
で
連
携
す
る
方
が
合
理
的
な

の
で
す
。

　

科
学
的
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
い
う
の
は
あ
く

ま
で
目
安
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
ス
タ
ッ
フ
全
員

が
同
じ
視
野
で
患
者
さ
ん
を
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

す
る
こ
と
に
は
大
き
な
意
義
が
あ
り
ま
す
。
図

2
で
示
し
た
通
り
、
歯
周
病
の
重
症
度
は
加
齢

と
と
も
に
悪
化
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
が
、
本

当
に
重
度
の
歯
周
炎
と
い
う
の
は
全
体
の
１
割

未
満
に
す
ぎ
ず
、
初
期
、
中
等
度
の
早
い
段
階

で
の
対
応
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
が
示
唆
さ

れ
ま
す
。
歯
肉
炎
、
初
期
歯
周
炎
は
G
P
、
歯

科
衛
生
士
が
十
分
に
対
応
可
能
で
す
が
、
中

等
度
歯
周
炎
は
非
常
に
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、

G
P
と
専
門
医
と
の
意
思
疎
通
が
肝
要
に
な
り

ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
基

に
ど
こ
ま
で
が
プ
ラ
イ
マ
リ
ケ
ア
の
守
備
範
囲

な
の
か
、
ど
こ
か
ら
が
専
門
医
に
紹
介
す
べ
き

か
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

専
門
医
部
門
を
設
置
す
る
に
は
、
も
ち
ろ
ん

全
体
と
し
て
一
定
の
規
模
が
必
要
で
す
が
、
当

院
を
含
め
、
質
の
高
い
予
防
に
軸
足
を
置
い
た

歯
科
医
院
の
多
く
は
、
90
年
代
を
境
に
口
腔

内
の
健
康
観
が
高
い
患
者
さ
ん
が
増
え
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
ま
す
ま
す
専
門
医
の
存
在
意
義

が
高
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

総
合
医
、
歯
科
衛
生
士
の
役
割

総
合
診
療
の
質
を
高
め
る
の
は

「
プ
ラ
イ
マ
リ
ケ
ア
」

　

当
院
が
Ｍ
Ｔ
Ｍ
を
導
入
す
る
こ
と
に
決
定
し

て
か
ら
、理
事
長
以
下
、オ
ー
ラ
ル
フ
ィ
ジ
シ
ャ

ン
の
所
定
の
コ
ー
ス
を
受
講
し
、
Ｇ
Ｐ
と
し
て

の
知
識
、
技
量
、
そ
れ
に
基
づ
く
診
断
力
を
高

め
る
こ
と
に
専
念
し
ま
し
た
。
専
門
医
を
法
人

GPに求められる能力と関心
「MTM」「長期」「見極め」

● MTMベースで、口腔の健康増進のための
役割を果たす

● 長期的かつ継続的に患者さんに関わるこ
とによって、発症と重症化を防止する

● 処置介入、専門医への紹介などのタイミ
ングを見極め、「手遅れ」を防止する
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に
受
け
入
れ
る
た
め
に
は
、
十
分
な
総
合
力
を

持
つ
Ｇ
Ｐ
が
ど
う
し
て
も
必
要
だ
か
ら
で
す
。

　

ほ
ぼ
全
て
の
歯
科
医
療
従
事
者
に
と
っ
て
、

「
補
綴
物
の
持
ち
」
は
質
評
価
の
重
要
な
要
素

と
し
て
関
心
が
高
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
持

ち
が
良
い
補
綴
物
と
い
う
も
の
に
臨
床
的
意
義

は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
仮
に
ど
れ
ほ
ど
精
密

な
技
術
が
適
用
さ
れ
よ
う
と
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ケ

ア
の
土
台
が
な
い
環
境
で
は
、
補
綴
物
は
長
持

医局入り口扉に貼ってあるプライマリケ
アの定義。ここを通る全てのスタッフの
目に必ず留まる。もともと、ヘルスプロ
モーションに取り組んできたため、それ
ほど大きな方針転換なしに受け入れられ
るコンセプトだったといえる。

ち
し
な
い
こ
と
が
疫
学
的
に
明
ら
か
に
な
っ
て

い
ま
す
。
特
に
、
日
本
の
研
究
者
が
示
す
平
均

値（
メ
タ
ル
ブ
リ
ッ
ジ
で
7
年
程
度
な
ど
）が
、

欧
米
か
ら
見
て
著
し
く
短
い
の
が
気
に
な
り
ま

す（
図
3
）。

　

し
か
し
、
日
吉
歯
科
診
療
所
の
コ
ホ
ー
ト

研
究
は
、
日
本
の
平
均
値
と
は
か
け
離
れ
、
ア

メ
リ
カ
は
も
と
よ
り
ス
イ
ス
の
レ
ベ
ル
よ
り
も

高
い
長
期
生
存
率
を
示
し
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
十
分
な
総
合
力
を
持
つ
G
P
が
治
療
の

適
応
を
的
確
に
見
極
め
、
所
要
の
質
と
リ
ス
ク

に
応
じ
て
予
防
的
介
入
が
適
宜
行
わ
れ
る
環
境

で
は
、
長
期
的
な
臨
床
成
績
を
国
際
レ
ベ
ル
ま

で
持
っ
て
い
く
こ
と
が
可
能
だ
と
い
え
る
の
で

す
。

　

で
は
、
質
の
高
い
総
合
診
療
、
プ
ラ
イ
マ

リ
ケ
ア
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
…
…
。
幅
広

い
範
囲
で
一
通
り
の
診
断
と
治
療
の
技
術
が
あ

り
、「
こ
れ
は
専
門
医
に
紹
介
す
べ
き
だ
」
と

い
う
見
極
め
が
的
確
に
で
き
る
レ
ベ
ル
の
判
断

力
を
有
す
る
歯
科
医
師
が
、「
良
い
歯
科
医
師
」

で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
の
で
す
。

　

し
か
し
、
医
育
機
関
の
組
織
を
い
っ
た
ん
離

れ
る
と
、
な
ぜ
か
多
く
の
歯
科
医
師
が
過
剰
な

数
の
患
者
数
、
水
準
を
超
え
た
難
症
例
を
抱
え

込
む
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
無
駄
で
あ
る

図3
日吉歯科診療所のメインテナンスの成果

著者 雑誌、年度 生存率 国
Pietursson BE et al. Clin Oral Impl Res 18

 (sup.3), 
2007;97-113

５年生存率（固定式
ブリッジ）：93.8%
10年生存率（固定式
ブリッジ）：89.2%

スイス

Scurria MS et al. J Prosthet Dent
 1998;79:459-64.

10年間生存率：85%
15年間生存率：66%

アメリカ

Miyamoto T et al. J Prosthet Dent
 2007;97:150-6.

15年間生存率：96% 日本

青山貴則ら 口腔衛生会誌 
J Dent Hlth 58:16-24,
 2008

7年間生存率：
31.9%

日本

アメリカ、スイスより高い補綴物の生存率！

　個人および家族の口腔健康管理や
予防に目を向けた地域医療サービスで
あり、これを志す歯科医師には、家族
の治療や予防だけでなく、長期的な視
点に立った生活上の指導や援助など、
専門分野を超えた幅広い能力が必要。

歯科におけるプライマリケアとは
専門分野を超える判断能力

※日野原重明氏の考え方を歯科口腔領域に
敷衍したもの

ば
か
り
で
な
く
危
険
で
す
。「
見
極
め
」
の
技

量
を
ど
こ
ま
で
磨
く
か
は
、
治
療
技
術
と
同
等

の
重
要
性
を
持
つ
も
の
で
し
ょ
う
。
特
に
当
院

で
は
、
歯
科
医
療
を
プ
ラ
イ
マ
リ
ケ
ア
に
位
置

付
け
る
上
で
、
図
4
の
よ
う
な
定
義
を
し
て
い

ま
す
。

図4


