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抄録 ：不 正咬合者 は どの よ うな 食品を主観的に 「食べ や

す い ・食 べ に くい 」 と感 じて い る か を検 討す る た め ．不

正咬合者 7〔1名 と正 常咬合者 20名に つ い て．51品 目の 食

品摂 取 ア ン ケ
ー

トを実 施 した．

　 そ の 結果か ら 「食べ に くい 」 と訴 え る程度 を咀 嚼 困難

ス コ ア と し て 数値化 し，両 群間 の 比較 を 行 っ た．ま た，

不正 咬合 群 を叢生，空 隙歯 列，上顎 前突．反 対咬 合．過

蓋咬 合，開咬 に分類 し，各群 と正常咬合者群 と の 比較 を

行 っ た．

　 さ ら に 被験食品の テ ク ス チ ャ
ー

と し て 「か た さ」，「弾

力性 」，「凝集 性」，「付 着性 」 を測定 し，咀嚼 困難 ス コ ア

との 関連性を 検討 し た．

　 その 結果．咀嚼 困難 ス コ ア は，

　 】．正 常咬 合群 は，各テ ク ス チ ャ
ー

が 大 き い 食品 を 除

き，顕著 に 小 さ い 値 で あ っ た．

　 2 ．正 常咬 合群 に 比 べ ，叢生 群，反対 咬合 群，開咬 群

に お い て 有意 に大 き く，特 に反対咬合群，開咬群 に お い

て 顕 著 で あ っ た 、

　 3．正 常咬合群に お い て は，「か た さ」，「凝 集性」，「弾

力性 」 の 大 き い 食品 と，小 さ い 食品 と の 間 に 有意 差 は 認

め られ な か っ た が，反 対咬 合群 と開咬群 に お い て は，「か

た さ 」，「凝 集 性 1，「弾 力性 」 の 大 き い 食 品 は 小 さ い 食品

に比 べ ，有意 に大 きい 値 とな っ た．また，反 対咬 合群 に

お い て，「付 着性 」の あ る食品 は な い 食品 に 比 べ ，有意 に

大 きい 値 と な っ た．

　以 上 の 結果 よ り，目常の 食生 活に お い て，叢生，反 対

咬合，開咬を 呈 す る もの は さ ま ざ ま な食品 を 「食べ に く

い 」 と感 じ て い る こ と，な か で も反対 咬 合，開咬 を呈 す

る もの は 「か た さ ⊥ 「凝集性⊥ 「弾力性」の 大 き い 食品

を 「食 べ に くい 」 と感 じて い る こ とが 示 唆 さ れ た、

　 （Orthod　Waves −Jpn　Ed　64 （3）：1ア3〜185 ，2005 ）

The 　relationship 　between　occlusions 　and

　 chewing 　difficu豆ties　 of 　various 　foods
− Based 　on 　questionnaires　on 　foods

intake　 and 　food　text 皿 res 　 eva 且uation 一
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foods　 with 　low “
adhesiveness

”in　 anterior 　cross
−bite．

　These 　 suggested 　 that　specific　 malocclusion 　have
difficulties　in　chewing 　various 　foods．　Especially，　ante −

rior 　cross
−bite　and 　openbite 　feel　it　difficult　to　eat 　food

with 　high “hardness”，
‘‘
springiness

”
and

“
cohesive −

neSS
，，．

　 （Orthod　Waves −Jpn　Ed　64（3）：173 〜185 ，2005 ）

緒 言

　近年， 「咬 み に くい 」な ど咀 嚼機能 に つ い て の 不満 を

主訴 と して 矯正歯科を訪れ る患者が増加 して お り， 不

正 咬合者 に 対 す る咀 嚼機能評価 の 重要性 は 高 まりつ つ

あ る
1〕．

　 こ れ まで さ ま ざ ま な 方 法 に よ っ て 不正 咬合者 の 咀 嚼

機能評価法 が 開発 さ れ，臨床応用 され て きた．し か し

な が ら，そ れ ら は生 米 や ガ ム な どの 限 られ た試験食品

を用 い た検討 で あり
2−6），不正 咬合 が 実際 の 食生活 に ど

の よ うな影響 を及 ぼ して い るか，す な わ ち どの よ うな

食品 を ど の 程度主 観的に 「食べ や す い ・食べ に くい 」

と感 じ て い る か を調査 ・検討 し た 報告 は 少ない η．

　そ こ で わ れ わ れ は，各種 不 正 咬合者を対象 と し て食

品 摂取 ア ン ケートを行 う こ と に よ り， 不正 咬合 の 形態

と各種食品 の 「食べ や す さ ・食べ に くさ」 との関連性

を検討した．

　また ，食品 の ど の よ うな物理 的性状 が 「食べ や す さ・

食 べ に くさ」 に 影響をあたえる の か ，食品 の性状検査

に 用 い ら れ る 食 品 テ ク ス チ ャ
ーを測 定 す る こ と に よ り

併せ て 検討 した．

資料お よび方法

1 ．ア ン ケート調査

　 1．被験 者 の 選 定

　 1 ）不 正 咬合群

　東京医科歯科 大 学歯学部付属病院矯正 歯科外来 に初

診来院 し た ，永久歯列 を有 す る 不 正 咬合患者 70名 （男

性 22名，女 性 48名） を無 作為 に 抽出 し，本研究 の 目

的 な ら び 方法 に 関す る 説明 を 十分 行 っ た 上 で ，不 正 咬

合群 の 被験者 と し て ア ン ケ ート調 査 を行 っ た ．年齢 の

範 囲 は 12〜45 歳で 平 均 19．2歳 で あ っ た．

　 さ ら に，こ れ らの 不正 咬合群 を arch 　length　discrep−

ancy ，水平 的 被蓋関係 と垂 直的 被蓋 関係 に よ り次 の 6

群 に 分類 した．

　 2 ）分類別不 正 咬合群 ：

　arch 　length　discrepancyに よ る 分類

　　 （1）叢生 （34名）：同顎歯列内に 連続 し て
一5mm

　　以 下の arch 　length　discrepancyが み られ る もの

　　 （2）空隙歯列 （7 名）：同顎歯列内 に 連続 し て ＋ 5

　　mm 以 上 の arch 　 Iength　discrepancyカsみ られ る

　 　 もの

　水平的被蓋関係 に よ る分類

　　 （3）上 顎前突 （17名〉：連続 し て 3歯以上 overjet

　　 が 5mm 以上 の もの

　　（4）反対咬合（9名）；連続 して 3歯以上 overjet が

　　Omm 未満 の もの

　垂直的被蓋 関係 に よ る分類
一

　　 （5＞過蓋咬合 （ユ4 名）：連続 し て 3 歯以上 overbite

　 　 が 5mm 以 上 の もの

　　 （6）開咬 （11名）：連続 し て 3 歯以上 overbite が

　　Omm 未満 の もの

　 な お ， 同
一

被験者で 2種類以 上 の 不正 咬合 を呈 す る

もの は 重 複 して 選択 し，そ の 種類 と被験者数 を下記 に

示 した．

　叢生 か つ 上 顎前突 ， 叢生 か っ 開咬 ， 叢生 か っ 上 顎前

突か つ 過蓋咬合 は そ れ ぞれ 4名，上 顎前突か つ 過蓋咬

合は 3名，叢生 か つ 反対咬合か つ 開咬，空隙歯列か つ

上顎前突か っ 過蓋咬合 は そ れ ぞ れ 2名，叢生 か つ 過蓋

咬合 ， 空 隙歯列 か つ 上 顎前突 ， 空 隙歯列 か つ 反対咬合 ，

空隙歯列 か つ 開咬，上顎前突 か つ 開咬，反対咬合 か つ

過 蓋 咬 合，反 対 咬 合か つ 開咬 は そ れ ぞ れ 1名 で あ っ た．

　 3）正 常咬合群

　対照 と な る 正 常咬合群 と し て ，東京医科歯科大学歯

学部 に 所属 し て い る学生 お よ び 同歯学部付属病院 所属

の ス タ ッ フ よ り，個性正 常咬合 を有 す る者，男性 10名，

女性 10名の 計 20名を選 出 し，本研究の 目的な らび に

方法 に 関す る 説明 を十分行 っ た上 で ア ン ケート調査 を

行 っ た ．年齢 の 範 囲 は 22〜29歳で ，平均 25．2 歳 で あ っ

た．

　 2 ．ア ン ケ ート対象被験食 品 の 選 定

　義歯装着者や 顎関節症 患 者 の 咀 嚼 能力評価 に 用 い ら

れ て い る 食 品 摂取 ア ン ケ ー ト を 基 に
8− 13 ｝，被験者年齢

層が 日常摂取 し て い る さ ま ざ ま な 物 理 的特性 を持 つ 食

品 を加 え た 60種類 を被 験 食 品 と して 選 定 した．食 品 の

嗜好性 な ど の 「食べ や す さ ・食べ に くさ 」以 外 の 影響

を除 外 す るた め に 予 備 調 査 と して ア ン ケ
ー

ト調 査 を行

い ，こ れ らの う ち 「嫌 い な の で 食べ な い （食べ に く さ

以 外の 理 由 に よ り）」，「ア レ ル ギ
ー

等の 身体的理 由で 食

べ られ な い 」，「食べ た こ とが な い ，よ くわ か ら な い 」

と い う回 答 が 多 い 9種類 を 除外 し た 51食品 を 調査 対

象と し た （表 1）．

　 3 ．ア ン ケ
ー

ト項目 と ス コ ア 化

　各被験食品 に 対し 「食べ や す さ ・食べ に くさ」の 程

N 工工
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表 1 食品摂取ア ン ケ
ー

トに 用 い た 51 食品

あ さ り （煮）

あ られ

あ わ び

イ カ刺身

ウ ィ ン ナ
ー

ソ
ー

セ
ージ

お そ ば

か まぼ こ

ガム

キ ャ ベ ツ （生 〉

キ ャ ベ ツ （茹）

牛肉 （煮 ）

き ゅ う り

グ ミ キ ャ ン デ ィ
ー

く ら げ

ク ラ ッ カ
ー

ごは ん

ご ぼ う　（煮〉

こ ん に ゃ く

しい た け （煮 ）

食 パ ン

ス ル メ

煎餅

雑煮モ チ

た くあん

タ コ 　（茹 ）

鶏 肉 （揚）

鶏肉 （煮）

鶏 肉 （焼 ）

と んか つ

なす （漬）

肉だ ん ご

煮 こ んぶ

人 参 （生 ）

人 参 （茄）

練 りよ うか ん

パ イ ナ ツ プ ル

白菜 （漬）

バ ナ ナ

ハ ム

ピーナ ッ ツ

ビーフ ジヤ
ー

キ
ー

ビ ーフ ス テ
ー

キ

豚肉 （焼）

フ ラ ン ス パ ン

プ リ ン

ほ うれ ん草 （茹 ）

ま ぐ ろ刺 身

り ん ご

レ タ ス

レ ン コ ン （煮 ）

ロ
ー

ス トビーフ

（50音順 ）

度に っ い て 調査 した．選択肢 お よび 「食べ や す さ ・食
べ に く さ」の 程度 を表 す ス コ ア は，「容易 に 食べ られ る，

食 べ や す い （ス コ ア 0点）」，「食 べ に くい が食 べ る こ と

が 出来 る （ス コ ア 1点）」，「食べ に くい た め，食べ る こ

とが 出来な い （ス コ ア 2 点）」 と し た ．

　 また，ス コ ア 対象外の 選択肢，「嫌 い なの で 食 べ ない

（食 べ に く さ以 外 の 理 由 に よ り）」，「ア レ ル ギー等 の 身

体的理由で 食べ られない 」，「食 べ た こ とが ない，よく

わ か らな い 」 を設定した．

　 4 ．ア ン ケ
ー

トの 実施方法

　平成 13年 3 月か ら同年 12 月 まで の 期間，不正 咬合

群，正常咬合群 と もに 矯正歯科外来 に お い て ，日常摂

取 して い る食品 に つ い て ア ン ケート調 査 を実施 した．

ア ン ケ
ー

ト用紙 は，各被験食品毎 に 設定 した 選択肢 の

う ち 1 つ を回 答 す る方式 を とっ た．18歳未満 の被験者

の 場合 は 保護者 に 同伴 し て も らい ，ア ン ケ
ー

トの 主旨，

記 入 法 を説明 した後，調 査者 が 同席 し，被験者本人 の

回答 を 得た．

　 5 ．各被験者 に お け る咀嚼困難 ス コ ア の 算出

　各被験 食品 の 「食 べ や す さ ・食べ に くさ1 の 程度 を

表すス コ ア か ら，嶋谷 ら
S｝
の 方法 に 準じ，各被験者 に お

け る 咀 嚼困難 ス コ ア を算出 した．各選択肢 の ス コ ア と

算出方法 を図 1 に 示す．

n ．咬合状態 と 「食 べ やすさ ・食 べ に くさ」 との 関連

　　性 の 検討

　正常咬合群 と不 正 咬合群に つ い て，咀 嚼 困難 ス コ ア

の 比較 を行 っ た．正 常咬合群 と不正 咬合群全体 との 比

較 に は Mann −Whitney 　U −test を，正 常咬合群 と分類

別不正 咬合群 との 比較 に は Kruskal　Wallis　H −testを

行っ た後，Mann −Whitney 　U −test　 with 　Bonferroni

Correctionを用 い て 有意差検定 を行 っ た．

m ．各被験食品の テクス チ ャ
ー測定 と分類

　各被験食品 の テ クス チ ャ
ーと して ， 「か た さ」， 「弾力

性」，「凝 集 性」，「付着 性」
’4・15 ）を，食 品材 料 試験 機

（TENSIPRESSOR 　MY 　BOY 　SYS　TEM 　O ，タ ケ トモ

電機 （株），東京） を用 い て 測定 した．

　各食品 テ ク ス チ ャ
ー値 の 定義，単位 を以 下 に 示 す

16 〕．

　 1．「か た さ」：物 質 を 変 形 さ せ る の に 要 す る 力

　　　　　　　　（gw ）

　 2．「弾力性」：外力 に よ る変形を復元 す る性質 （比

　 　 　 　 　 　 　 　 率 の た め 単 位 な し）

　 3．「凝集性」：形態を構成す る 内部的結合 に 要す る

　　　　　　　　力 （比率の た め単位な し）

　 4 ．「付着性」：食品 の 表面 と 口腔 の 表面 とが 付着 し

　　　　　　　　 て い る の に 打 ち勝 つ た め に 要す る 力

　　　　　　　　（9W 。cm ）

　次 に，各食品 テ ク ス チ ャ
ー
値 の 程度 に よ り， 「食 べ や

すさ・食 べ に くさ」 に 違い が ある か 検討す るた め，「か

た さ」，「弾力性」，「凝集性」 は 「小 さ い ・
中程度 ・大

き い 」の 3 群，「付着性」は 「付着性」を有する 食品数

が 7個 と少 な い た め 「あ り・な し」の 2群 に 分 類 を行 っ

た （図 2つ 〜iv）．

IV．咀 嚼困難 ス コ ア と食品テ ク ス チ ャ
ーとの 関連性

　所与の 研究 ・結果か ら，不正咬合 の 中で も咀嚼機能

が 低 い とさ れ る
2・6
仮 対咬合群 ， 開咬群 と，対照 の 正 常

咬合群 に つ い て ，各食品テ ク ス チ ャ
ーに対 す る 咀 嚼困

難 ス コ ア を算出 した．す な わ ち，

　 1 ．「か た さ 」 の 程度別 の 咀嚼困難 ス コ ア

　 2 ．「弾力性」 の程度別 の咀 嚼 困 難 ス コ ア

　 3 ．「凝 集性」 の 程度別の 咀 嚼困難ス コ ア

　 4 ．「付着性」 の 「あ り・なし」別 の 咀嚼困難 ス コ ア

を そ れ ぞ れ 算出 し た ．こ れ よ り，

　 1 ）正 常咬合群 と反対咬合群，正常咬合群 と 開咬群

に お い て ， 各食品テ ク ス チ ャ
ー値の程度別 に，咀嚼困

難 ス コ ア を比 較 す るた め，Mann −Whitney　U −testを

用 い て 有意差検定を行 っ た．

　 2 ）正常咬合群，反対咬合群， 開咬群 それ ぞ れ に お

い て ， 各食品テ ク ス チ ャ
ー
値 の 程度別 に，咀嚼困難 ス

コ ア を比較 した．「か た さ⊥ 「弾 力性」，rza集性」の 程
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選 択 肢 ス コ ア

「容 易 に 食 べ られ る，食べ やす い 」 一 0点

「食 べ に く い が 食べ る こ と が 出 来 る 」 一 1点

「食べ に くい 為，食べ るこ とが 出来 ない 」 一 2点

雛灘鰻 欝轡 ｝・ ・ 一

　 　各被 験者 に お ける

全て の 食 品 の ス コ ア の 合計

咀 嚼 困難 ス コ ア 　 　＝

ス コ ア の 対象 とな っ た 食品 数
（各被 験者 に お ける ス コ ア の 平均）

図 1 選択肢の ス コ ア と咀嚼困難ス コ ア の 算出法

度別 「小 さ い ・中程度・大 き い 」の 比較 に は Friedman ’
s

X2r
．testを行っ た 後 ，

　 Wilcoxon　t−test　 with 　B 〔）nfer ・

roni 　Correctionを，「付着性」の 「あ り ・な し」 の 比

較 に は Wilcoxon　 t−testを用 い て 有意 差 検 定 を 行 っ

た．

結 果

1．咀 嚼 困難 ス コ ア の 比 較

　各群 の 咀嚼困難 ス コ ア の 平均値 と 有意差検定の 結果

を （図 3） に 示 した．

　 1 ．正 常咬合群 と不正 咬合群全体 との 比較 （図 3一の

　正 常咬合者群 に比 べ ，不 正 咬合者群全体 の 咀嚼困難

ス コ ア は有意 に 大 きか っ た．

　 2 ．正常咬合群 と分類別不正咬合群 との比較

　叢 生 群 は，正常咬 合群 に 比 べ ，有意 に 咀 嚼 困 難 ス コ

ア が 大 きか っ た．

　正 常咬合群 と空隙歯列群，叢生 群 と 空隙歯列群 に お

い て有意差 は認 め られ な か っ た （図 3−ii）．
　反 対 咬 合群 は，正 常 咬 合群 と上 顎 前 突 群 に 比 べ ，有

意 に 咀嚼困難 ス コ ア が 大 き か っ た ．

　正 常咬合群 と上 顎 前 突 群 に お い て 有意 差 は認 め られ

な か っ た （図 3−iii）．

　開咬群 は ，正 常咬合群 と 過 蓋 咬合群 に 比 べ ，有意 に

咀 嚼困難 ス コ ア が 大 き か っ た．

　正 常咬合群 と過 蓋 咬合群 に お い て有意差 は認 め られ

な か っ た．（図 3−iv）

II．咀嚼困難 ス コ ア と食品テ クス チャ
ー
値 との 関連性

　正 常咬合群，反 対咬合群，開咬群 の群間 お よび群 内

に お い て，咀 嚼困難 ス コ ア の 平均値 と有意差検定 の 結

果 を 下記 に示 した．

　 1．「か た さ」 の 程 度 別 の 比 較

　 1 ）正 常咬合群 と反対咬合群，正 常咬合群 と開咬群

　　　の 咀 嚼 困 難 ス コ ア の比 較 （図 4− i）

　「か た さ」の 小 さ い 食品 （プ リン ，肉団子等），「か た

さ」の 中程度の 食品 （ピーナ ッ ツ ，人参等），大 き い 食

品 （ビー
フ ジ ャ

ーキー 煎餅等）に つ い て ， 正常咬合

群 に比 べ ，反対咬合群 の 咀嚼困難 ス コ ア は 有意 に大 き

か っ た．

　「か た さ 」の 小 さい 食品 と大 き い 食品に つ い て，正 常

咬合群 に 比べ ，開咬群 の 咀 嚼困難 ス コ ア は 有意 に大 き

か っ た．
　 2 ） 正 常 咬 合 群 ，反 対 咬 合 群 ，開 咬 群 そ れ ぞ れ の 群

　　　内 に お い て 咀嚼困難 ス コ ア を比較 （図 4−ii）

　正 常 咬 合群 に お い て は，「か た さ」の 程 度 に よ り咀 嚼

困難 ス コ ア に 有意差 は 認 め られ なか っ た ．

　反 対咬合群 に お い て は，「か た さ 」の 小 さい 食 品 と中
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　　　 iii 水平 的被蓋 関係 別 の 比較 　　　　　　　　　iv　垂直的被蓋 関係別の 比較

図 3 正 常咬合 群 と不正 咬合 群全 体，お よび不 正咬 合各 分類 別群 に おけ る 咀嚼 困難 ス コ ア を比

　　 較 （平均値 ）

　
＊
　；p く 0．05，　

＊＊
　：p ＜ 0．01

程度 の 食品 に 比べ ，「か た さ 」の 大 き い 食品の 咀 嚼困難

ス コ ア は 有意 に 大 きか っ た，

　開咬 群 に お い て は，「か た さ」の 中程度の 食品 に 比 べ
，

「か た さ 」の 大 き い 食品の 咀 嚼困難ス コ ア は 有意 に 大 き

か っ た ．

　 2 ．「弾 力 性」の 程度 別 の 比 較

　 1）正 常咬合群 と反対咬合群，正 常咬合群 と 開咬群

　 　 　 の 咀 嚼 困 難 ス コ ア の 比 較 （図 5− i＞

　「弾力性」の 中程度 の 食 品 （タ コ （茹），ロ ース トビー

フ 等） と大 きい 食品 （か ま ぼ こ，イ カ の刺身等） に つ

い て ，正 常咬合群 に 比 べ ，反 対咬合群，開咬群 の 咀 嚼

困 難ス コ ア は 有意 に 大 きか っ た．

　2 ）正 常咬合群，反対咬合群，開咬群 そ れ ぞ れ の群

　　　内に お い て 咀 嚼困難 ス コ ア を比較 （図 5− ii）

　正 常咬合群 に お い て は，「弾力性」の 程度に よ り咀 嚼

困難 ス コ ア に 有意差 は認 め られ な か っ た．

　反対咬合群 に お い て は，「弾力性」の 小 さ い 食品 と中

程度 の 食品 に 比 べ ，「弾力性」の 大 き い 食品の 咀嚼困難

ス コ ア は 有意 に 大 きか っ た．

　開咬群 に お い て は ， 「弾力性」 の 小 さ い 食品に 比 べ ，

「弾力性」の 中程度 の 食品 と大 き い 食 品 の 咀 嚼困 難 ス コ

ア は 有意 に 大 きか っ た．

　 3 ，「凝 集 性 」 の 程 度 別 の 比 較

　 1）正 常咬合群 と 反 対咬合群，正 常咬 合 群 と開咬 群

　　　の 咀嚼困難ス コ ア の 比較 （図 6− i）
　 「凝 集性」 の 中程度 の 食品 （ハ ム ，こ ん に ゃ く等），
大 き い 食 品 （グ ミ キ ャ ン デ ィ

ー，ス ル メ 等〉に つ い て ，

正 常咬合群 に 比べ ，反対咬合群 と開咬群 の 咀嚼困難 ス

コ ア は有意 に 大 きか っ た．

　 2＞正 常咬合群，反対咬合群，開咬群 そ れ ぞ れ の群

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Orthodontic Society

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Orthodontio 　Sooiety

180 　　0rthod　Waves ・jpn　Ed　64 （3）：173 〜185 ．2005

O．6 ・

萼　，　囁　　囁　萼
…ヌ　ミ
…
…　
…
ー

…

廴
…
ーヌ　
塁　p

 

　
脳

　

 

　
鯉

　
ω

　
咀

嚼

困

難

ス

コ

ア

の

平

均

値

0

　 ホ　

斗

癖撚

鱗．1ワ
韈 鵠’蛭旨齷
購．講瞳 di

「か た さ」

小 さい 食品

幽

縁叢

羅
臻．韈

　fか た さ亅

中程度の 食 品

　　　　 半　　゚

　 ＊ ホ

轟

凄，
．
匳

轢 藤

讖

ll

舮

灘l

ll
羈鼕

ll
難

．蜂誕
灘．．
詩

簾．

　 　 　 　 「か た さ」

　 　 　 　大 きい 食品

．p くO．05，　
＊＊

：p ＜0．01
i　 正常咬合群 と反対咬合群 正常咬合群 と開咬群を比較

□ 正 常 咬合
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正 常 咬合　 　 　 　 　 反対咬合 　 　 　 　 　 　 開咬

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
＊

：p く 0．05，　
＊＊

；p く 0．01

ii 正常 咬合群 反対 咬合 群，開咬群 の 群 内に お い て比較

　 図 4　 「かた さ」 の 程度 別 に 咀嚼 困難 ス コ ア を比較

　　　内 に お い て 咀 嚼 困 難 ス コ ア を比 較 （図 6− iD

　正 常咬合群 に お い て は ，「凝集性」の 程度 に よ り咀 嚼

困難 ス コ ア に 有 意 差 は認 め ら れ な か っ た ．

　反対咬合群 に お い て は，「凝集性」の 小 さ い 食 品 と中

程 度 の 食品 に 比 べ ，「凝 集 性 」の 大 き い 食 品 の 咀 嚼 困 難

ス コ ア は有意 に 大 きか っ た．

　開咬群 に お い て は，「凝集性」 の 小 さ い 食品 に 比 べ ，

「凝 集 性 」の 大 きい 食品 の 咀 嚼 困 難 ス コ ア は 有意 に 大 き

か っ た．

　 4 ．「付 着性 」 の 「あ り ・な し」 別 の 比 較

　 1 ）正 常咬合群 と反対咬合群，正常咬合群と開咬群

　　　 の 咀 嚼困 難 ス コ ア の 比較 （図 7一の

　「付着性」の あ る 食品 （雑 煮 もち，イ カ刺身 等〉 とな

い 食品 （レ タ ス，く ら げ等） に つ い て，正 常咬 合群 に

比 べ ，反 対 咬 合群 と開 咬群 の 咀 嚼 困 難 ス コ ア は有意 に

大 き か っ た ．

　 2 ） 正 常咬 合群 ，反 対咬合群，開咬群 そ れ ぞ れ に お

　　　い て 咀 嚼困難 ス コ ア を比較 （図 7− ii）

　 反 対咬合群 に お い て は，「付着性」の な い 食 品 に 比 べ ，

「付着性」の ある 食品 の 咀嚼困難 ス コ ア は有意 に 大 き

か っ た ．
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ii　 正 常咬 合群，反対 咬合 群 開 咬群 の 群 内 に お い て 比較

　 図 5　「弾 力性 」の 程 度別 に 咀嚼 困難 ス コ ア を比 較

考 察

1 ．食品摂取ア ン ケート調査 に つ い て

　不正 咬合者 は ， どの よ うな食品 を どの程度主観的に

「食 べ や す い ・食 べ に くい 」 と 感 じて い る か を調査 ・検

討 した報告 は少 な い η．今回，日常摂取 して い る と考 え

られ る多数の 食品に つ い て 食品摂取 ア ン ケ ート調査 を

行 っ た こ と に よ り，正 常咬合者 に 比 べ ，不正 咬合者 は

実際 の 食 生 活で ，よ り多 くの 食 品 を 「食 べ に く い 」 と

感 じて い る，とい う可能性 の
一

端 を示す こ とが 出来 た

と考 え られ る．

　被験者選択 の 妥当性 に つ い て は，年齢 お よ び性別 の

分布 に よ り咀 嚼困難 ス コ ア に 差 異 は認 め られ ず，不 正

咬合群 と正 常咬合群 の 年齢 お よ び性別 の 分 布が 異 な っ

て い る こ と の 影響 は な い もの と考 え ら れ た ．一
方，正

常咬合群が 歯科医療関係者 で ある こ と に よ る影響 は 排

除 す る こ とが で きな い もの と考 え られ ， 結果 の 解釈 に

対 し て は 配慮 が 必要 と考 え ら れ た．今後，矯正 治療後

の 個性 正 常咬合者 を対象 と し た 検討 を 行 う こ と な ど

も，有効 な 手段 と考 え ら れ る．

　 また，「食 べ や す さ・食 べ に くさ」以外 に 関す る理 由
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　 図 6　 「凝 集性 」の 程度 別 に 咀嚼 困難 ス コ ア を比較

1囗 小 さい …

臘

の 選択肢 を設 け，ス コ ア の 対象外 と し た こ と，ス コ ア

対象外 の 選択肢 が 多 くな っ て い た 食品 は被験食品か ら

除外 す る こ と に よ り，被験者各 々 の 食品の 嗜好性 等 に

よ る ア ン ケートへ の 影 響 を排除で き た もの と考え られ

る．

II．被 験者 群 の 咀 嚼 困難 ス コ ア

　 1．正 常咬合者群 と不正 咬合者群全 体 の 咀 嚼困難 ス

　 　 　 コ ア

　正 常咬合者群 に 対 して ，不 正 咬 合者群 全 体 の 平 均 咀

嚼 困 難 ス コ ア は 4倍 近 い 値 とな っ た．こ れ は，正 常咬

合群 の 咀 嚼能力 は 不正 咬合群 と比較 し優 れ て い た と す

る ，粉砕能力試験
］7−’9）や チ ュ

ーイ ン ガ ム 法
2−‘）な ど の 客

観的 な 咀 嚼能力評価法 と 同様 の 結果で あ り，主 観的 な

評価法 で あ るア ン ケ ート調 査 と客観的 な評価法の
一

致

を み た．客 観 的 な評 価法 に 比 べ 簡 便 に 行 う こ とが で き

る 食 品 摂取 ア ン ケ ートは 有意義 な 評価法 と 考 え ら れ

る．

　 2 ．正 常咬合者群 と分類 別不 正 咬 合群 に お け る咀 嚼

　　　困難 ス コ ア

　 こ れ まで の 報告
2・3・5・6》

の 不 正 咬 合 群 は叢生，上 顎 前

突，反 対 咬合，開咬症例 で あ り，今回 の よ う に 過蓋咬
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図 7 「付着性」の 「あ り，な し」別 に咀 嚼困難ス コ ア を比 較

…U な い

塵互蠱…

合，空隙歯列 で は 行 わ れ て お ら ず，さ ま ざ ま な 不正 咬

合の 咀 嚼機能 を評価 した もの は 少 な い ．

　本検討 の 結果，不正 咬合群 の 中で も，叢 生 群 の 咀 嚼

困難 ス コ ア の 平 均 は，正 常咬 合者群 の 約 5倍 の 値，反

対 咬 合 群 と開 咬 群 の 咀 嚼 困 難 ス コ ア の 平 均 は，正 常 咬

合者群 の 10倍以上 の 値 と な っ て お り，叢生群 と反対咬

合 群 と 開 咬群 は 日常 摂 取 し て い る と考 え られ る 被 験 食

品を，正常咬合者群 に 比べ 「食 べ に くい 亅と感 じ て い

る と考 え られ る．

　 これ まで，不 正 咬合の 種類 に よ っ て咀 嚼 能力 に 差 異

が あ る こ と は指摘 され て お り，広 瀬 ら
2・S ）

の チ ュ
ーイ ン

ガ ム 法 を用 い た研究で は，正 常咬 合者 に 対 して 反 対 咬

合 群，叢生群 の 咀 嚼能 力 が 10％程 度低 く，原 ら
5 ）の

ATP 吸 光 法 を用 い た研 究 で は，正 常 咬 合 群 に 対 して

反 対咬合群 の 咀 嚼能力が 40％程度 と 報告 さ れ て い る．

本 研 究 の 結 果 か ら，反 対 咬 合 群，叢 生 群 と もに 正 常 咬

合者群 に 比 べ 咀嚼困難 ス コ ア は有意 に 大 き く，同様の

傾 向 を示 した と い え る．しか し なが ら，咀 嚼 は，食 品

の 切断，粉砕，唾液 と の 混合等の 総合的な
一

連 の 作業

で あ り，チ ュ
ーイ ン ガ ム 法 や ATP 吸 光 法 等で は，咀 嚼

効率 の 全容 を評 価 す る こ とは 困 難 で あ る，今 回 の 検 討

に よ り，反 対 咬 合や 開咬 を呈 す る もの の 咀 嚼 困難 ス コ

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Orthodontic Society

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Orthodontio 　Sooiety

184 　　0rthod　Waves ・Jpn　Ed 　64 （3）： 173〜185，2005

表 2 不正 咬合者が 「食べ に くい 」 と感 じて い る食品の 例

ア は正 常 咬 合 群 に 対 して 約 10倍 の 値 とな っ た．す な わ

ち ，こ れ ま で の 客観的手法 に よ る 咀嚼能率 の 比較結果

よ り も差 異 が大 き くな っ て お り，興 味 深 い 結 果 と い え

る．こ れ ま で ，開咬群 と正 常咬合群 に つ い て 咀嚼能力

を比 較検 討 した 報告
6 〕は少 な い が，今回 の 結果 よ り開

咬群 は 正 常咬合群 に 比 べ ，主観的 に ，よ り 「食 べ に く

い 」 と感 じ て い る こ とが示 唆 され た．

m ．正 常咬合者群，反 対咬合群，開咬群 に お け る，「食

　　べ や す さ ・食べ に く さ」 と食品 テ ク ス チ ャ
ーとの

　　関連性

　本結果 よ り，反 対咬合群 と 開咬群 は 正 常咬合群 に 比

べ ，「か た さ」，「凝集性」，「弾力性」の 程度が 中程度 の

食 品，大 き い 食 晶 で 大部分 が 有意 に 「食 べ に くい 」 と

感 じて い る とい う こ とが 示 唆 され た．

　 また，食品 の テ ク ス チ ャ
ー

の 「か た さ」，「凝 集性」，

「弾力性」に お い て ，正常咬合群の 咀 嚼 困難ス コ ア は 程

度 が 小 さ い 食品，中程度 の 食品で は ほ とん ど 0 と な っ

た．こ の こ とか ら，正常咬合群は 「か た さ 」，「凝集性」，

「弾力性」が 特 に 大 き い 食品で な け れ ば，「食 べ に くい 」

と感 じ る こ と は ほ と ん ど な く，反対咬合群 と開咬群 は

「か た さ⊥ 「凝集性」，「弾力性」が大 きい 食 品以 外 も「食

べ に くい 」 と感 じて い る と考 え られ る ．

　特 に か た さ が大 きい 食 品，凝 集性が 大 きい 食 品 に お

い て，反対咬合群，開咬群 の 咀 嚼困難 ス コ ア の 平均 は

大 きな 値 とな っ た．

　また，正 常咬合群 に お い て，「か た さ」，「弾力性⊥

「凝集性⊥ 「付着性」の 程度 に よ り咀嚼困難ス コ ア に有

意差 は 認 め られ な か っ た が，反対咬合群 に お い て は 「か

た さ」，「弾力性」，「凝 集性」，「付着性」，開咬群 に お い

て は 「か た さ」，「弾力性⊥　「凝 集性」 の 大 き い 食品 の

咀嚼困難 ス コ ア は 有意 に 大 きい 値 とな っ た．

　 こ の こ とか ら，日常摂取 して い る食 品 に お い て，正

常咬合群 は 「か た さ」， 「弾力性」， 「凝集性」の 程度の

よ り大 きい 食品で も，ほ と ん ど 「食 べ に くい 」 と感 じ

て い な い の に対 して，反対咬合群 は 「か た さ⊥ 「弾力

性⊥　「凝集性」，「付着性」， 開咬群 は「か た さ」， 「弾力

性」，「凝集性」 の 程度 の よ り大 き い 食品を有意 に 「食

べ に くい 」 と感 じて い る こ とが 示 唆 さ れ た．

　不正咬合群，反対咬合群，開咬群が 「食 べ に くい 」

と感 じて い る 「か た さ」，「弾力性」，「凝集性」， 「付着

性」 の 大 き い 食品の 例 を （表 2） に 示 す．

　 正 常咬合群 に 比 べ ，反対咬合群 で は 咬筋 お よ び側頭

筋後腹 の 低電位傾向
2°，，反対咬合群と開咬群で は咀 嚼

リズ ム の 不 規則性
2’・22 ）が 指摘 さ れ て お り，反 対咬合群

と 開咬群 に お い て 機能面で の 低下が 示唆 さ れ て い る．

　 田 村 ら 15）は咀 嚼性 （か た さ × 弾力性 × 凝集性 で あ ら

わ され る，咀 嚼 に 対 す る食品 の 耐久特性） と咀 嚼筋活

動 に は有意 な 正 の 相関 が あ る と報告 して お り，「か た

さ 」，「弾力性」，「凝 集性」 が 大 き い 食晶 を咀 嚼 す る に

は咀 嚼 筋 に 大 き な 負 担 が か か る こ とが 考 え られ る．

　 咀 嚼筋 に 大 き な 負担が か か る 「か た さ」，「弾力性」，

「凝集性」が 大 き い 食品 を 咀 嚼 す る場合，反対咬合群 と

開 咬 群 は形 態 的 に 咬 合 接 触 面 積 が 少 な い
23・24 ）

だ け で な

く咀 嚼筋機能 も低下 して い る た め，食品 を嚥 下可能な

状 態 に 咀 嚼 す る ま で に ，よ り大 きな 負担 を感 じ る，ま

た，嚥下 に 適 した状態 に な る前に 飲 み 込 ん で し ま う こ

と に よ り 「食べ に くい 」 と感 じて い る可能性 が ある と

考 え られ る．

IV．不正 咬合者に お け る 咀嚼の 困難度

　古 くか ら，不正 咬合 の 障害 と し て 低 い 咀 嚼機能 が指

摘 され，そ の 評価 に は さ ま ざ まな方法が 考察 さ れ，試

用 さ れ て き た．す な わ ち，咀 嚼能 率 を 求 め る 方

法
2”6・IT− 19），咀嚼時 の 筋電図 を解析す る方法

7・2° 〕，咀 嚼運

動路
17・21・22 ｝を解析す る方法 な どが ある が ，実際 の 食生

活 に お け る主 観的 な 咀 嚼の 困難度に つ い て は不 透明 で

あ っ た．今 回，食品ア ン ケ
ー

ト調査 を行 い ，不 正 咬合

群 は実際 に 多 くの 食品 を 「食べ に くい 」と感じて お り，

そ の 様相は 不正咬合 の類別 に よ りさ まざまで ある こ と

が 示 さ れ た．例 え ば，正 常咬合群 で は ほ とん ど 「食べ

に くい 」 と感 じ て い な い 「弾力性」や 「凝集性」 が大

きい グ ミキ ャ ン デ ィ
ーや 雑煮 もち な どを，反 対咬合群，

開咬群 で は 強 く 「食 べ に くい 」 と感 じて い た こ とな ど

が 挙げ られ，本研究 は 不 正咬合者 に お け る実際 の 咀嚼

障害の
一

端 を明 ら か に す る もの と考 え られ る．

　稿 を終え るに あた り，データの 解析法に つ い て ご助言を

い た だ き ました統計 数理 研究 所 データ科 学研究 系教 授 ・馬

場康維先生 に感謝の 意 を表 し ま す．

文 献

1）相馬邦道， 松本芳郎 ， 柴崎　健 ， 他 ：時代 と と も

　 に，社会が 診 た 不正 咬合
一あ る 矯正 歯科 に お け る

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Orthodontic Society

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Orthodontio 　Sooiety

咬 合状態 と各種 食品 の 「食 べ や す さ ・食べ に くさ 」 と の 関連 性 　　185

　　初診患者 の 変遷 ，ザ ・ク イ ン テ ッ セ ン ス 別 冊 　臨

　　床家 の た め の 矯正 YEAR 　BOOK ℃2 ；114−117，

　 　2002．

2）広瀬寿秀 ， 伊藤学而 ：チ ュ
ーイ ン ガ ム で測定 した

　　咀嚼能力 と咬合 お よび 顎顔面形態 との 関連 　日矯

　 　歯 誌 47：746−756，1988．

3）広瀬寿秀，中山二博 ， 相星順子 ， 伊藤学而 ：不正

　　咬合者 の 咀嚼能力 と 矯正 治療 に よ る 変化，日矯歯

　　誌 51　：302−307，　1992．
4＞金高弘恭，三 谷英夫 ；正常咬合者 の咀嚼能力 と咬

　　合 接触 面積 お よ び 咬 合 力 と の 関 係 に つ い て

　　
一ATP 吸光度法 お よ びチ ュ

ーイ ン ガ ム 法 に よ る

　　検討
一

， Orthod　Waves 　61 ：14−21，2002．
5）原 と も子，菅原準二 ，三 谷英夫，川村　仁 ：顎矯

　　正 外科治 療 に 伴 う反 対咬合者 の 咀 嚼能力 の 変化

　　一ATP 吸光度法 に よ る縦断的研究
一

， 日矯歯誌

　 　53 ：66−76，　1994，

6）菅原準 二 ：顎変形症の咀嚼能力と治療 に よ る変化

　　
一一ATP 吸光度法 に よ る 評価

一，顎変形誌 1 ：153−

　　156，　1991．
7）井村麻貴子，名方俊介，古賀 ゆ う子，中島昭彦 ：

　　咀 嚼 感 覚 お よ び 食品 物性 と し て の 咀 嚼性 と咀 嚼筋

　　活動 との 関連，西日矯歯誌 45 ：15 一156，2001．
8）嶋谷庸子 ， 山 口 泰彦， 小松孝雪 ， 他 ：食品 摂取 ア

　　 ン ケートを用 い た 顎関節症患者 の 咀嚼機能評価

　　補綴誌 44 ：160−167，
2000．

9）栗 田 　浩，倉科憲治，小木曽暁，他 ：顎関節機能

　　障害 患 者 の 咀 嚼 機能
一
第 1 報　食 品 摂取状況 か ら

　　み た評価
一．一

， 日顎誌 5 ：10−17，1993．

10）栗 田 　浩，倉科憲治，小 木曽暁，他 ：顎 関節機能

　　障害患者 の 咀 嚼機能
一

第 2 報　食品摂取能 と顎関

　　節症 状 と の 関連一，日顎 誌 5 ： 18−27，1993．
11）安斎　隆，平井敏博，金 田 　洌，他 ：全 部床 義歯

　　装着者 の 咀 嚼 機能 判 定 食 品 に つ い て
一ア ン ケート

　　調査 か らの 検討
一一，補綴誌 31 ：1413−1420，1987．

12） 内 田達 郎 ；全 部 床 義 歯 に よ る咀 嚼 能 力 の 評 価 に 関

　　す る 研究
一咀 嚼能力 に 影響す る 因子 と評 価 に適 し

　　た食品 の 検討
一，口病誌 58 ：182−197，1991．

13） 榎本友彦，塙 浩 　昭，荒 井節男，他 ニア ン ケート

　　調査 に よ る有床義歯装着者の 咀 嚼機能評価食品 の

　　検討，補綴誌 35 ：1168−1176，1991．

14）柳沢幸江，田村厚子，赤坂守人，寺元芳子 ：食品

　　の 物性 と摂食機能 に 関 す る研究　第 1報　食品物

　　性 の 器 械的測定，並 び に 食品分類 に つ い て ，小児

　　歯誌 23 ：962−983，　1985．
15） 田 村厚子 ， 柳 沢 幸江 ， 寺 元 芳子 ， 赤 坂 守人 ：食 品

　　の物性 と摂食機能 に関 す る研究　第 2報　食品の

　　物性 に よ る筋電 図学的考案，小児歯誌 23 ：984−

　 　 992，　1985．

16）森　友彦，川端晶子 ：食品 テ ク ス チ ャ
ー

評価 の 標

　　準化，東京，1997，光琳，6−7．
17）中島昭彦，玉 利和彦．早瀬利雄 ：咀 嚼機能 の 研 究

　　 II．反対咬合 に っ い て ，凵矯歯誌 34 ：6665 ，1975，
18）Shiere，　FR ．　and 　Manly ，　R ．　S．　l　The 　effect 　of 　the

　　 changing 　dentition　on 　masticatol
−
y　function，　J

　 　 Dent 　Res 　31 ：526−534，1952．

19＞石原寿郎 ：篩分法 に よ る咀 嚼能率の 研究，凵 病誌

　 　 22　：207−255，　1955．

20）小 坂 　肇 ：下顎前突症患者に お け る手術前後 の 筋

　　電 図学的研究，歯科学報 73 ：715−748，1973．

21）柴田考典 ；下顎前突症 に お け る顎運動機能に関す

　　る研究，歯科学報 81 ：241−265，1981．

22）今村直人，中村俊弘．石川 晴 夫 ：開咬患 者 の 咀 嚼

　　運動
一

運動経路 と運動 リ ズ ム の 安定性
一，Orthod

　　 Waves 　59 ：317−328，2000．
23）熊澤康雄，小林隆太郎 ：正 常咬合者 と顎 変 形 症 者

　　 の 咬合 の 相違，歯界展望 77 ：1061−1070，1991．

24） 平 沼 謙 二 ：咬 合面 積 並 び に そ の 咀 嚼 効 率 に 及 ぼ す

　　景彡響，　補綴誌 1　：　17−36，　1957．

主 任 ：相 馬 邦 道 教授 　 　 　2005年 4月 8 日 受付

　　　　　　　　　　　　　　2005年 5月 27日受理

連絡 先 ：齋 藤 壽 彦

　　　　さ い と う矯正 歯科

　　　 〒 990−2339 山形 県 山形 市成沢西 15 ．29

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


