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　はじめに

　日本は、1927年に公的保険制度を導入し、1961年
にはすべての国民が加入する公的医療保険を確立し
た 1）。これは2010年、世界保健機関（World Health 
Orgaization：WHO)の提唱したユニバーサル・ヘル
ス・カバレッジ 2）（Universal Health Coverige：
UHC）（図1）より80年以上先立つことで、日本の医
療制度は、現在も質、量、負担、いずれも優れたカ
バレッジ（カバー割合）を達成、維持している4）。
　1931（昭和6）年には、学校歯科医及幼稚園歯科医令
にて学校歯科医が定められ5）、1958（昭和33）年には、
学校保健安全法にて歯科健康診断が定められ、1965
年（昭和40）には、母子保健法にて1歳6か月健康診
査、3歳児健康診査が定められた6）。これらは日本の

小児歯科の代表的な公衆衛生施策となっている。
　未就学児の健康診査は、住民、保健所、歯科の強
いつながりを生み、児童生徒の健康診断、学校歯科
保健指導は、児童生徒、学校、学校歯科医の強いつ
ながりを生む。このように公衆衛生施策は、小児の
健康を守るだけではなく、地域のネットワークを充
実する上で、また公衆衛生文化の醸成において、欠
かすことのできない施策となっている。
　また、さらなる介入として、未就学児へのフッ化物
塗布の推進7）、保育所、幼稚園、小学校、中学校にお
けるフッ化物洗口に取り組んでいる自治体8）もある。
　う蝕などの疾病が発生した際には、公的保険制度
による療養の給付がなされる。こちらも自治体によ
るが、乳幼児医療費助成、義務教育就学児医療費助
成などの制度もある。
　日本における歯科の歴史において、一貫して、こ
のような公衛生施策を積み重ねてきた先人には、一
歯科医師として、敬意を表したい。
　このように充実した公衆衛生施策によって、手厚
く守られている日本の小児歯科の状況において、さ
らなる介入が必要と思われるだろうか。さらなる介
入を訴えることは、先人の積み重ねてきた歴史を軽
視していると思われるだろうか。
　公衆衛生施策は、（健康診査の例に挙げたように）歯
科だけでは実施できない。連携する諸機関、そして住
民との間に新たなる関係性を生むことが必要である。
　果たしてそのような時間、労力をかけて実施する
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図１　2021年 WHO の UHC モニタリング報告書の表紙3）

UHC を傘に例え、より大きく、より適正な負担で、より良質な傘で、
住民の健康が守られる状態を表している。
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だけの価値が、さらなる公衆衛生施策にあるのだろ
うか。
　また、さらなる介入が必要ならば、その介入にお
ける地域の歯科医療従事者は、どのような役割を担
うことになるのだろうか。
　本稿では、これから日本において普及が期待され
る公衆衛生施策として水道水フロリデーション、現
在まさに急速に普及が進んでいる施策としてフッ化
物洗口を例に上げて、その必要性、社会にもたらす
価値、そして実施における歯科医療従事者の役割に
ついて解説し、その上で今すぐできる部分について
検討したいと思う。

　公衆衛生とその役割

　水道水フロリデーションとフッ化物洗口は、公衆
衛生施策と呼ばれる。公衆衛生とは、Public Health
の訳語で

Public Health
みんなの健康

　つまり、みんなの健康、という意味である。なぜ、
診療室で、個人あるいは家族を対象に診療をする医
療従事者が公衆衛生（みんなの健康）を意識するのだ
ろうか。
　麻疹、風疹、インフルエンザ、流行性耳下腺炎（お
たふくかぜ）のような感染症（communicable diseases）
であれば、個人レベルであれ、地域レベルであれ、み
んなの健康を対象にすることの必要性は、容易に理
解される。個人レベルでは、周囲の人々に感染者が増
えれば個人も感染のリスクにさらされるため、周囲
の人々の健康に無関心ではいられない。周囲の人々
は、地域に暮らしているので地域の人々の健康にも
無関心ではいられない。特に現代では、船舶、鉄道、
航空という大規模な移動や搬送が地域の生活を支え
ており、これまで以上に、みんなの健康に無関心では
いられない状況となっている。
　また地域レベルでは、地域における感染症の蔓延

を放置すれば、地域の医療の需要が供給を越えるリ
スクにさらされるため、やはりみんなの健康に無関
心ではいられない。
　虚血性心疾患、糖尿病、悪性腫瘍、歯科疾患のよ
うな非感染性の病気（Non-Communicable Diseases：
NCDs）9）において、みんなの健康を考えることの意
味は、どのように説明されているだろうか。
　感染症ではなくても文化や環境が、病気のリス
ク、なりやすさに関連していることがある。喫煙文
化とがん、虚血性心疾患、脳卒中のリスクには、直
接的な関係が指摘されている。また、生活をとりま
く環境は、食べ過ぎや運動不足を通じて肥満やそれ
にともなう病気のリスク、なりやすさに関連する。
　このように、さまざまな文化や環境が病気のリス
クと関連していることが明らかになり、NCDsにお
いても、感染症と同じように、みんなの健康、公衆
衛生の重要性が認識されている。これは、今では健
康づくり（health promotion）と呼ばれている。

　NCDsにおける公衆衛生の役割

　う蝕は、公衆衛生では非感染性の病気（以下NCDs）
に分類される。これは、日々の臨床手技においてう蝕
の感染層の除去にあたり、またブラッシングという細
菌除去を励行している開業医（General Practitioner：
GP）には意外なことである。しかしカイスの輪10）にあ
る通り、発生において感染だけでは十分ではない、ブ
ラッシング単独では、う蝕予防効果は示されていない

（エビデンスによればう蝕予防を期待するには、フッ
化物配合歯磨剤を始めとしたフッ化物応用が必要）11）、
また母子感染予防行動が功を奏さない12）、といった面
を考慮すると、NCDsにおける公衆衛生の役割につい
て理解することは、う蝕における公衆衛生施策の必要
性を改めて理解する上で有用だろう。
　NCDsにおける公衆衛生の必要性は、公衆衛生の
改善により感染症の広まりが抑えられるようになっ
た産業革命以後の公衆衛生の歴史に触れることで、
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よりよく理解される。しかし、公衆衛生の歴史は本
稿における本筋ではない。前節の説明でNCDsにお
ける公衆衛生の必要性を理解し、その歴史的経緯に
興味がなければ、本節は読み飛ばしてしまっても構
わない。
　19世紀の英国では、産業革命により労働者階級の
生活労働環境は過酷なものとなっていた。人口の過
密 13）、極度の貧困と不潔 14）、病気の流行する工業都
市が出現した（図2）。

　1854年、このような劣悪な環境下のロンドンの
ソーホー地区にて、コレラの流行があった。ブロード
ストリートのコレラの大発生である。ジョン・スノ
ウ（図3）は、地図上に患者発生数を記録することで、
ロンドンのソーホー地区に流行するコレラが水系感
染症であることを発見した。さらに感染源となってい

る井戸を突き止め、これ
を使用中止とすることで
コレラの流行を抑制し
た。スノウは、この功績
により疫学（病気を集団
単位で観察、分析、介入
する考え方）の創始者の
一人と数えられている。
　スノウが用いた、地図
上に患者発生数を記録す

るという考え方は、病気の発生を個人単位ではなく地
域単位で捉えることができる、病気の分布（広がり）、考
察について視覚的な情報をもたらす、という点で画期
的であり、現代では、疾病地図と呼ばれる疫学的手法
となっている（図4）。

　小児歯科と関わりの深い疾病地図に、相田らの「3
歳児う蝕有病者率経験的ベイズ推定値疾病地図」が
ある18）（図5）。

　エドウィン・チャドウィック（図6）、サウスウッ
ド・スミス（図7）といった社会改革者たちは、みんな
の健康を守る、という目的を果たすため、公衆衛生を
さらに推し進めた。社会改革者たちは、生活労働環境
の改善を訴え、1875年にはコレラやチフスの流行を抑
制することを目的とした公衆衛生法令22）が成立した。
　1897年、エミール・デュルケーム（図8）は、著作

図３　ジョン・スノウ
（1813-1858）16）

図２　夜のコールブルックデール15）

フィリップ・ジェイムズ・ド・ラウザーバーグ（1740–1812）による
1801年の油絵。コールブルックデールは、最初のコークス高炉が稼
働していたことから、産業革命の発祥地のひとつとされている。

図４　ジョンスノウのコレラ地図16）

赤丸は井戸の位置（筆者による）。

図5　3 歳児う蝕有病者率経験的ベイズ推定値疾病地図19）
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『自殺論（Le suicide：
étude de sociologie）』にお
いて、自殺のように明ら
かに感染症によるとは思
われない、そして個人の
みに関連した事象 24）で
あっても、感染症と同様
の性質があり25）、生活環境
や社会に原因を求めるほ

うが合理的である 26）ことを示した。デュルケーム
は、この功績により社会学の確立に寄与したとされ
ている。
　これは、現代に直接つながるNCDsにおける公衆
衛生の役割を明示した例である。自殺に感染症と同
様の性質がある、という知見は現代における自殺対
策においても重視されており、WHOや厚生労働省
は、その性質について繰り返し注意喚起している27）。

　1920年、CEA・ウィ
ンスロウ（図9）は、ア
メリカ科学振興協会

（American Association 
for the Advancement 
of Science）年次大会
にて、公衆衛生を定
義 し た 2 8 ）（ 下 線 は 筆
者による）。

Public Health is the science and the art of preventing disease, 

prolonging life, and promoting physical health and efficiency 

through organized community efforts for the sanitation of the 

environment, the control of community infections, the education 

of the individual in principles of personal hygiene, the 

organization of medical and nursing service for the early 

diagnosis and preventive treatment of disease, and the 

development of the social machinery which will ensure to every 

individual in the community a standard of living adequate for 

the maintenance of health; organizing these benefits in such 

fashion as to enable every citizen to realize his birthright of 

health and longevity . 

　非常に長い一文である30）が、この定義で、もっとも
重要なのがthrough organized community effort（地
域の組織的な努力を通じて）という表現である31）。こ
の定義は、健康を守る上で、健康に影響する環境や
感染症に対して、個人単位ではなく、地域単位で取
り組む、という公衆衛生の役割を端的に表している。　
　1947年、WHOは、憲章において健康を次のよう
に定義した 32）。

Health is a state of complete physical, mental and social 

well-being and not merely the absence of disease or 

infirmity.

健康とは、病気、虚弱から自由であり、身体的、精

神的、社会的に健全な状態である。

The enjoyment of the highest attainable standard of 

health is one of the fundamental rights of every human 

being without distinction of race, religion, political 

belief, economic or social condition.

これは人種、宗教、信条、経済、社会によらず、す

べての人間の基本的権利である。 

　ここで重要なのは、健康には心身のみならず、
社会的な面があることを示したことにある。すな
わち人種、宗教、信条といった理由により本来認

図６　エドウィン・チャドウィック
（1800-1890）20）

図７　サウスウッド・スミス
（1788-1861）21）

図８　エミール・デュルケーム
（1858-1917）23）

図９　CEA・ウィンスロウ
（1877–1957）29）
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められているはずの就学、就労の機会が制限され
ていれば、それは健康ではない。この定義により、
健康は人間の基本的権利と表裏一体であること、
健康は個人のみの事案ではなく、全ての人間の権
利が守られる社会基盤の整備と切り離すことがで
きないことが、改めて確認された。
　このように社会環境の改善、法令の整備により、
みんなの健康を守るという取り組みは19世紀から
始まったものの、医療の世界には、時を同じくして
もう一つの大きな変化が生じていた。

1876年−ロベルト・コッホによる炭疽菌発見
1882年−コッホによる結核菌発見
1910年−パウル・エールリヒと秦佐八郎によ
　　　　　 る梅毒治療薬サルバルサン発見
1928年−アレクサンダー・フレミングによる
　　　　　抗菌薬ペニシリンの発見
1944年−セルマン・ワクスマンによる結核
　　　　　 治療薬ストレプトマイシンの発見
1944年−ブラッドフォード・ヒルによるストレ
　　　　　プトマイシンのランダム化比較試験
　　　　　（Randomized Control Trials：RCT）
　　　　　による有効性の評価34）

　これらの生物医学的発見と成果は、病気の原因を
社会よりも生物に求める風潮、社会への介入よりも
個人への介入を優先する風潮に影響を与えた。医療
の対象は社会から個人へ向けられ、病気の説明は個
人単位での生物学的要因に集中することとなり、医
療の知識と介入は、高度化と細分化により、医療従
事者が独占することとなり、自助自決による健康管
理よりも医療に依存する特効薬 35）信仰を待望する
文化が醸成されることとなった。
　このように、医療の対象、病気の原因を社会よりも
生物に求める風潮に対し、1954年、イアゴ・ガルドス
トン（図10）は、著作『社会医学の意味（The Meaning  
of Social Medicine）』において、近代医学は結核菌を

人類の敵とする一方で、
過労、栄養不良、不衛生
を放置している 37）とし
た。そして感染症が征
服されてきた今、個人
の健康にとって必要な
事柄でありながら、個
人自らなし得ないこと
を政策的になすこと、
それこそが公衆衛生の

使命である 38）と表明した。ガルドストンが自身の主
張に先鞭をつけた、という寓話がある 39）。 

〜彼は、戦争は大規模の殺人と考えたので、多

くの戦死体について調査を行い、多くの弾丸を

体内に発見した。そこで弾丸が戦争の、すなわ

ち殺人の原因だと信じた。（中略）彼は、以前に

もまして熱心に戦争の原因は弾丸や毒ガスで

あると考え、将来戦争を防ぐには、漠然とした

人種的、経済的政治的条件ではなく、原因中の

原因である弾丸や毒ガスを何とかする方法を

発見せねばならぬと研究を進めた。〜

　1960年、ルネ・ドゥ
ボス（図11）は、著作『健
康という幻想（Mirage 
of Health：Utopias, 
Progress & Biological 
Change）』にて、健康に
対する考察を更に推し
進めた。19世紀の社会
改革者たちによる、きれいな空気と水、食物、環境を
取り戻せば、それだけで健康を呼び戻すことができ
る、という素朴な確信は、産業革命による多くの病気
を打倒する上で有効だったことに疑いがない41）が、成
人老齢者の病気には役に立っていないと主張した42）。
　1965年、ブラッドフォード・ヒル（図12）は、ヒ

図10　イアゴ・ガルドストン
（1895-1989）36）

図11　ルネ・デュボス
（1901-1982）40）
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ルの判断基準として
知られる因果関係を
判断するための基準
を発表した（表1）。こ
れにより、介入と結
果、効果の関係を重
視する風潮が高まっ
た。

　1966年、トマス・マ
キューン（図13）とロウ
は、医療の視点を生物、
個人から社会へと振り
向かせる、一里塚とな
る論文を発表した。
　マキューンは、著作

『社会医学へのいざな
い（An Introduction to 
Social Medicine）』46）に

て、19世紀からの人口動態を分析するという史的ア
プローチ（historical approach）により、死亡率の改
善と人口の増加は、医療の進歩より、環境改善（栄
養、下水設備、上水道、そして家族規模の縮小 47））の
ほうが、影響が大きいことを示した（図14）。
　ヒルの因果関係を重視する考え方、マキューンに
よる環境の影響力の明示化は、医療のあり方につい

ての多くの提言を引き出す呼び水になったのだろう。
　1971年、ジュリアン・チューダーハート（図15）は、
医療の反比例の法則（Inverse care law）を発表した。

The availability of good medical care tends to vary 

inversely with the need for it in the population served.

優れた医療は、それを必要とする人々に届かない

傾向がある。

This inverse care law operates more completely where 

medical care is most exposed to market forces, and less 

so where such exposure is reduced. 

この医療反比例の法則は、医療に市場原理が働く

ほど、顕著となる。

　この法則を認めるな
ら、さらに 2 つの課題
を認めることになる。
病気は医療の届かない
人にも発生していると
いうこと、そして、医
療の進歩だけでは、医
療の届かない人も含め

図12　ブラッドフォード・ヒル
（1897-1991）43）

図13　トマス・マキューン
（1912-1988）45）

 （１）関連性の強さ（Strength）
 （２）観察された関連性の一貫性（Consistency）
 （３）関連性の特異性（Specificity）
 （４）関連性の時間的関係（Temporality）
 （５）用量反応関係（Biological gradient）
 （６）生物学的な妥当性（Plausibility）
 （７）疾病の自然史や生物学との整合性（Coherence）
 （８）実験的な証拠との整合性（Experiment）
 （９）類推による判断との整合性（Analogy）

表　ヒルの判断基準44）

図14　米国における結核の死亡率の年次推移48）

横軸は年代、縦軸はマサチューセッツ州における結核の死亡率
（1861-1970年）と、米国における結核の死亡率（1900-2014年）。結核の
死亡率の改善は1947年開発のストレプトマイシンや1954年開発の 
BCG ワクチン普及以前から始まっている。また、これらの医療の進
歩は、結核の死亡率の改善に大きく寄与していない。

図15　ジュリアン・チューダーハート
（1927-2018）49）
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たみんなの健康、すなわち公衆衛生の改善は達成で
きないということである。　医療反比例の法則は、
現代の日本でも健康日本21において基本的な課題
とされている健康格差の一部を説明するものであ
り、また同様に基本的な課題とされているNCDsに
おける公衆衛生の意義を端的に表している 50）。
　小児歯科領域における医療反比例の法則を示唆す
る例がある 52）。歯磨剤とその使用を勧めるパンフ
レットの配布により、地域の経済状態の違いから見
出される健康格差の縮小は可能か、という調査であ
る。結果は、う蝕は全体としては減少したものの、
貧困層における減少は富裕層における減少と比較し
て小さく、健康格差を縮小できなかったと評価され
ている。
　歯周病領域においても医療反比例の法則を示唆す
る例がある 53）。学校にて、歯ブラシの配布と歯科医
師による保健指導をした場合、歯肉炎とプラークの
指標の改善傾向は地域により違いがあるか、という
調査である。結果は、全体として歯肉炎とプラーク
の指標は全体としては改善したものの、富裕層にお
ける改善が大きく、健康格差を拡大している可能性
が認められた。
　1972年、アーチボル
ド・コクラン（図16）
は、著作『効果と効率

（Effectiveness and 
Efficiency Random 
Refl ections on Health 
services）』にて、マ
キューンが明らかに
した、治療による死
亡率の改善が小さい
という事実、大衆の医療への無批判な信仰、純粋科
学を応用科学より崇高なものとする風潮（実際に重
要性の高い研究の優先を軽視する風潮）は、NHS54）

の目的達成を妨げる複雑な状況を作り出している、

と指摘した。そしてヒルが導入したRCTを推進す
ることにより有効で効率的な医療を実現できると主
張した。
　コクランは、RCTを中心に臨床試験をくまなく収
集、評価、分析するシステマティックレビューである
コクランレビューを含む、医学情報を吟味、周知する
組織であるコクラン（旧コクラン共同計画）、そして
コクランが編纂する文書集であるコクランライブラ
リーにその名が残っている55）。
　1974年、マルク・ラロンド（図17）は、『カナダ人の
健康についての新たなる展望（A New perspective 
on the health of Canadians、ラロンド報告とも）』を
報告した（図18）。

　この報告書は、健康の源泉は医療にあり、健康水
準と医療の品質は同一視されている、と前置きした
上で、マキューンの史的アプローチ（人口動態の考
察）、そして疾病統計、死亡統計の検討により、国家
として課題とするべき健康の源泉を探ることを目的
として、健康の源泉を4つの領域に分けた。それが
生物的要因、環境要因、生活様式、医療領域である。
そして、より健康的な社会を目指すのなら、環境要
因、生活様式など、医療以外の領域にも目を向けな
ければいけないと報告した。
　1975年、ジョン・マッキンレーは、当時の医療の
抱えていた課題を説明するため、上流に向かえとい
う寓話を紹介した 59）（改行は筆者による）。

図16　アーチボルド・コクラン
（1909-1988）56）

図17　マルク・ラロンド
（1929-）57）

図18　『カナダ人の健康
についての新たなる展望』

の表紙58）



JAPANESE JOURNAL OF CLINICAL DENTISTRY FOR CHILDREN 2022  AUGUST（Vol.27 No.8）　55

今すぐできる！
水道水フロリデーションとフッ化物洗口

〜ふと、流れの速い川の岸に立っていると、溺

れている人の叫び声が聞こえてきました。そこ

で、私は川に飛び込み、彼に手を差し伸べ、岸

まであげて、人工呼吸を施しました。溺れた人

が息を吹き返すと、また助けを求める叫び声が

聞こえてきました。再び、私は川に飛び込み、

彼に手を差し伸べ、岸まであげて、人工呼吸を

施しました。溺れた人が息を吹き返すと、また

助けを求める叫び声が聞こえてきました。もち

ろん選択肢はありません。私は川に飛び込み、

この繰り返しは果てしなく続きました。私は、

川に飛び込み、彼らを岸にあげて、人工呼吸を

施すだけで、精一杯でした。

　分かってください。 私には、上流に分け入っ

て、どんな地獄が彼らを川に落としているのか

を確認する時間なんてなかったのです。〜

　この寓話を認めるなら、2つの課題が明らかとな
る。現在の医療は下流で努力しているということ、そ
して、本当の課題は上流にあるということである60）。
川での水難事故が多発している原因が、上流の環境

（例えば橋の不備）にあるのであれば、その環境整備
（例えば橋の整備）にこそ、目を向けなければいけな
いだろう。

　1976年、イヴァン・イリッ
チ（図19）は、著作『脱病院化
社会（Limits to Medicine 
Medical Nemesis：The 
Expropriation of Health）』
にて、医療そのものが健康
に対する脅威となってお
り、これを阻止するために
は医師ではなく市民が可能
な限り広い視野と有効な力

とを持つべきだと論じた61）。
　1978年、第1回プライマリヘルスケア国際会議にて

アルマアタ宣言が採択された63）（下線は筆者による）。

Primary health care is essential health care based on 

practical, scientifically sound and socially acceptable 

methods and technology made universally accessible to 

individuals and families in the community through their 

full participation and at a cost that the community and 

country can afford to maintain at every stage of their 

development in the spirit of self-reliance and self-

determination.

プライマリヘルスケアとは、自助と自決の精神に

のっとり、地域社会および国が開発の程度に応じて

負担可能な費用でまかなえ、地域社会の個人または

家族の十分な参加を通じて彼らが普遍的に利用で

きるようになった、実用的で科学的に適正かつ社会

に受け入れられる手法と技術に基づく必須のヘル

スケアのことである。

It forms an integral part both of the country's health 

system, of which it is the central function and main focus, 

and of the overall social and economic development of 

the community.

プライマリヘルスケアは、その中心的な役割を果

たす国の医療制度と、地域の社会経済的な開発の

両輪からなる。

　アルマアタ宣言は、感染症とNCDsを別け隔てる
ことなく、医療のあり方を提示し、また特効薬信仰
のような医療への過度な依存よりも自助自決の精神
を、医療従事者による医療の独占よりも地域住民の
十分な参加を、健康の湧き出る泉として医療制度だ
けではなく地域の開発を重んじる、デュボス、ラロ
ンド、イリッチらの医療への提言を十分に咀嚼した
宣言となった。
　1979年、ジュリアス・リッチモンド（図20）は、『ヘ
ルシーピープル健康づくりと疾病予防についての公
衆衛生局長官報告（Healthy People：The Surgeon 
General's Report On Health Promotion And Disease 

図19　イヴァン・イリッチ
（1926-2002）62）
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Prevention）』64）を報告した（図21）。
　ヘルシーピープルは、死亡統計を分析し、喫煙、
アルコール、薬物が極めて大きな影響を持っている
ことを指摘した。そしてラロンド報告の4つの領域
になぞらえるなら、死亡の原因は、生物的要因が
20%、環境要因が20%、生活習慣と行動要因が50%、
医療領域は10%であるとした 65）。
　1980年、ダグラス・ブラック（図22）により『健康
格差（Inequalities in Health：Report of a research 
working group、ブラック報告とも）』68）（図23）が報
告された。報告では英国民の健康は全体としては改
善しているが、健康格差は拡大していることを示し
た。例として、社会階級Vの成人男性（未熟練労働
者）の死亡率は、社会階級Iの成人男性（専門職労働
者）の死亡率のほぼ2倍、結核では、社会階級Vの死
亡率は社会階級Iの10倍、気管支炎の場合は5倍、
肺がんと胃がんの場合は3倍、新生児死亡率（生後1

か月以内の死亡）は、社会階級Vの父親の子どもた
ちは社会階級Ⅰの2倍、という現状を挙げ、これら
の格差の大きな要因は貧困であること、そしてこれ
らの格差への取り組みとは上層階層と下層階層の格
差の緩和に他ならないことを示した。
　なお健康格差は、現代では、人種や民族、社会経
済的地位 71）（Socio-Economic Status：SES）による健
康の格差と説明されている 72）。
　1985年、ジェフリー・ローズ（図24）は、2つの戦略
を提唱した73）。疾病の発生率が高い個人や集団に予防
のための資源を集中するハイリスク戦略、そして疾
病の発生率にかかわらず全員のリスクを管理するポ
ピュレーション戦略である。ローズは、それぞれの戦
略の性質を検討し、ハイリスク戦略は全員のリスク
管理が困難な場合に有効であるが、全員のリスク管
理が可能な場合にはポピュレーション戦略が有効で
あるとした。そして、現実的には両方の戦略の組み合
わせが必要となる疾病もあるだろうが、ポピュレー
ション戦略を第一選択とすべきと説いた74）。また、こ
のような根本的な対策は、経済的社会的環境への働
きかけに他ならないとした75）。

　日本学校歯科医会は、ポピュレーションストラテ
ジーにより、集団として健康にシフトが認められた
後に、必要に応じてハイリスク者に対応するとして
いる 77）。
　1986年、第1回健康づくり国際会議にて、オタワ
憲章が採択された 78）。健康づくり国際会議に先立
ち、1984年健康づくりの概念について、以下の議論
が行われた 79）（下線は筆者による）。

図21　ヘルシーピープル
の表紙67）

図22　ダグラス・ブラック
（1913-2002）69）

図23　『健康格差』の
表紙70）

図24　ジェフリー・ローズ（1926-1993）76）

図20　ジュリアス・リッチモンド
（1916-2008）66）
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At a general level, health promotion has come to 

represent a unifying concept for those who recognize the 

need for change in the ways and conditions of living, in 

order to promote health.

健康づくりには、健康づくりと生活様式、生活環境

の改善とを、一元化した発想が必要である。

Health promotion represents a mediating strategy 

between people and their environments, synthesizing 

personal choice and social responsibility in heath to 

create a healthier future.

健康づくりは、人々と環境との仲介的戦略を採用

し、また健全な未来に向けて、個人の選択と社会的

義務を統合する。

　この議論は、生活様式は環境に依存するという視
点を重視し、環境整備を通じた生活様式の改善こそ
将来の健康の礎になることを確認した。
　この議論を踏まえ、健康づくりは、健康の前提条
件として、平和、住居、教育などの社会的環境を挙
げ（表2）、また健康的な環境を整備するための3つ
の基本戦略（表3）を提案した。
　1998年、マイケル・マーモット（図24）とリチャー
ド・ウィルキンソン（図25）は、健康の前提条件をさ
らに掘り下げ、健康の社会的決定要因を提唱した

（表4）。これは、個人または集団の健康状態に違いを

・平和（peace）
・住居（shelter）
・教育（education）
・食糧（food）
・収入（income）
・安定した環境（a stable eco-system）
・持続可能な資源（sustainable resources）
・社会正義と公平性（social justice and equity）

健康づくりのためには、これらの基本的な前提条件

を整備することが必要である。

表２　健康の前提条件

推奨する（Advocate）：これは健康のもつ社会的、
　　経済的、能力的、そして生活上の価値を強調す
　　ることでより健康的な環境づくりを推進するこ
　　とである。
可能にする（Enable）：これは健康格差の改善の
　　ため、男女の別なく、すべての人々に等しく健
　　康となる機会や資源を確保することで、健康面
　　での潜在能力を引き出せるように支援すること
　　である。
調停する（Mediate）：これは健康的な環境づくり
　　において、それぞれの社会、文化、経済の中で
　　生まれる利害関係を調整し、妥協点を模索する
　　ことである。

表３　健康づくりの３つの基本戦略

図25　マイケル・マーモット（1945-）82）

図26　リチャード・ウィルキンソン（1943-）83）

  1. 社会格差（The social gradient）
  2. ストレス（Stress）
  3. 幼少期（Early life）
  4. 社会的排除（Social exclusion）
  5. 労働（Work）
  6. 失業（Unemployment）
  7. 社会的支援（Social support）
  8. 薬物依存（Addiction）
  9. 食糧（Food）
10. 交通（Transport）

表４　健康の社会的決定要因80）
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もたらす経済的、社会的状況を示す概念であり 81）、
NCDsにおける公衆衛生の役割の方向性である、社
会、政治、経済的な支援環境の整備を決定づけるも
のとなった。
　カナダ保健機関は、健康の社会的決定要因につい
て、何が健康に悪いのか 84）という寓話を用いて説明
している。

――どうしてジェイソンは病院にいるの？

それは、彼の足にひどい感染を起こしたから

だよ。

――どうしてジェイソンの足には悪い病気があるの?

　　それは、彼が足を切ってしまって、そこから

感染を起こしたんだよ。

――どうしてジェイソンは足を切ってしまったの？

それはね、彼が、アパートのとなりの廃品置

き場で遊んでいたら、そこには尖ったギザギ

ザの鉄くずがあったからなんだよ。

――どうして廃品置き場で遊んでいたの?

それはね、彼が荒れ果てたところに住んでい

るからだよ。そこの子どもたちは、そういう

場所で遊ぶし、だれも監督していないんだ。

――どうしてそういうところに住んでいたの?

それはね、彼の両親が、もっと良いところに

住む余裕がないからさ。

――どうして良いところに住む余裕がないの?

それはね、彼のお父さんは仕事がなくて、お

母さんは病気だからね。

――お父さんにお仕事がないのは、どうして?

それはね、彼のお父さんはあまり教育を受けて

いないんだ。それで仕事が見つからないんだ。

――それはどうして?　...

　水道水フロリデーションと
　フッ化物洗口の価値

　以上、NCDsにおける公衆衛生の役割の変遷につい
て、駆け足ながら確認した。最後に、本稿の主題であ

る、水道水フロリデーションとフッ化物洗口の社会
にもたらす価値、実施における歯科医療従事者の役
割、そして今すぐできる部分について検討したい。
　水道水フロリデーションとフッ化物洗口は、住民
が生活の中で、ついつい、知らず知らずのうちに、
低濃度で頻回のフッ化物応用の恩恵を受け取れる環
境整備の１つである。
　水道水フロリデーションとフッ化物洗口の社会
にもたらす価値は、う蝕の性質から明らかとなる。
う蝕は、世界で最も多い病の一つである。2019年に
は世界で 3 人に 1 人に未治療のう蝕があるとされ

（図27）、日本においても成人と高齢者においては、
ほぼ同じ傾向を示している（図 28）。清涼飲料水
メーカーはアフリカ大陸だけで、WHO全体の予算
の2.5倍の広告費用を注いでいる（図29）。一方で、
う蝕に最も苦しんでいるのは、社会経済的地位の低
い人々である（図30）。
　う蝕は、利用可能で、ポピュレーションストラテ

図27　世界人口における未治療のう蝕のある者の割合85）　
世界人口の34% に未治療のう蝕がある。

図28　日本におけるう蝕を持つ者の割合86）

日本は20歳以降の30% 以上に、未治療のう蝕（赤線）がある（赤線は
筆者による）。
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ジーに合致し、環境へのアプローチにより介入可能
で、安全性と有効性は、海外では75年以上 87）、国内
でも50年以上 88）検証され続けている公衆衛生施策
がある。
　水道水フロリデーションの研究では、その実施に
かかわらず一貫して社会経済的地位の低い人々にう
蝕が多いことを示している。そして、社会経済的地
位の低い人たちは一貫してう蝕が多いながらも実施
地域と未実施地域で比較すると実施地域のほうがう
蝕は少ないという事実に基づき、2001年にデイビッ
ド・サッチャー（図31）は、水道水フロリデーション

は住民の間にある健康格差を取り除くための強力な
方策であると宣言している 89）。

　歯科医療従事者の役割

　水道水フロリデーションやフッ化物洗口のような
公衆衛生施策は市民、政策決定者、医療従事者が協
働して社会的責任を果たすことで実施される。有効
な公衆衛生施策について理解している医療従事者
が、市民や政策決定者に十分な情報提供を行うこと
なしに提案の要否の判断を下すものではない 91）。
　とはいえ、公衆衛生施策は一度実施されたが最
後、納得しない人も含めてその地区の住民が一人残
らず健康を押し付けられる。これは、乱暴で野蛮で、
およそ文明的ではないという批判もある 92）。
　健康の定義にある通り、自由と健康は分けること
のできない基本的権利である。それを踏まえてな
お、なぜ医療従事者は、自由という基本的な権利よ
りも、みんなの健康のためとはいえ、公共の利益を
優先するような施策、地域全員の参加が必要となる
施策を提案するのか。
　健康づくり、そして健康の社会的決定要因は、健
康的な環境の整備が現代のNCDsにおける公衆衛生
の役割の１つであること、を明らかにした。このよ
うな視点から、医療従事者は地域全員が参加する施
策を排除することなく、市民と政策決定者の責任あ
る決断を支援できるよう、利用可能で最良の科学的
エビデンスに基づき課題への解決策を提供する。

　今すぐできること

　本当にいまさらであるが、う蝕は多いとはいって
も、小児のう蝕は減少傾向にある93）。う蝕は、未だに
公衆衛生的な対策の必要な疾病なのだろうか。なぜ、
私たちはそんなにう蝕予防にこだわるのだろうか。
　都道府県ごとの12歳児のDMFT指数の年次推移94）

から、小児のう蝕について2つの事実が見出される
（図32）。

図29　清涼飲料水メーカーの広告費用と WHO 全体の予算

図30　経済状況と平均う蝕本数
経済状況が良くないほど、う蝕は多い傾向がみられる。

図31　デイビッド・サッチャー（1941-）90）
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　1つは、毎年新しい12歳児を調べているのに、DMFT
指数の傾向は、毎年変わりがないという事実である。
生活している地域によりう蝕のなりやすさの傾向が
決まるという、健康の社会的決定要因の実態を表し
ているといえる。
　もう1つは、DMFT指数は、都道府県ごとに、な
だらかで勾配をもって変化している事実である。こ
れは都道府県の中、市町村の中、地域の中、どこで
調査をしても勾配が確認できるため、グラフの見か
け上の性質ではなく、う蝕の分布の本質であると認
識され、健康の社会的勾配と呼ばれている 96）。これ
は、う蝕が集団全体に影響することを示している。
　う蝕は小児期の僅かな健康格差であっても、成人
後、その格差が拡大する傾向があることがわかって
いる（図33）。小児のう蝕に減少傾向が認められるの
は事実であるが、それでもまだ学童期において最も
多い疾病の1つであり、成人以降の有病割合の実態
を考慮すると、これを放置することが、適切である
とは認められないだろう。
　私たちはなぜ健康に価値を置くのか。イチロー・
カワチは健康の価値を以下のように述べている 98）。
　健康を追い求めようとすると、時に他の目標とぶ
つかりあってしまうことすらある。しかし、健康は
いろいろ個人の能力があるなかで、不可欠のそして
測定可能な要素である。健康は自分にとって大切な
計画や事業を追求する際の自由を与えてくれる。だ

からこそ、私たちは健康に価値を置くのである。
　CDCアメリカ疾病予防管理センターは、水道水フ
ロリデーションを20世紀の10大公衆衛生業績に挙
げた 99）。アメリカ歯科医師会、ヒスパニック歯科医
師会、アメリカ小児科学会、アメリカ医師会、アメ
リカ公衆衛生学会など多くの組織が、水道水フロリ
デーションの恩恵を社会に還元できるよう繰り返し
支持を表明している100）。
　日本も、厚生労働省、日本歯科医師会 101）、日本歯
科医学会、日本口腔衛生学会 102）が水道水フロリデー
ション支持を表明している 103）が、全国的な実施には
至っていない。
　水道水フロリデーション、フッ化物洗口におい
て今すぐできることは、地域の組織的な努力が途
切れぬよう、それぞれが所属する団体で、水道水フ
ロリデーション、フッ化物洗口の実施を目標の一
つに掲げ、組織としてその達成に向けて活動する
ことにある。
　市民、政策決定者、医療従事者、それぞれの立場
でできることを全うすることで、日本でも近い将来
水道水フロリデーションが実施されることを期待し
ている。

図32　都道府県ごとの12歳児 DMFT 指数の年次推移95）

図33　う蝕軌道分析モデルの平均 DMFS スコアの軌道プロット97）

縦軸は DMFS 指数、横軸は年齢。DMFS 指数により3つの群に分け
て示している。15歳における DMFS 指数における健康格差は成人
期以降も拡大傾向を示す。
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　おわりに

　筆者の住む札幌市では、地元歯科医師会ならびに
関係諸団体の長年の組織的努力により、令和4年6
月6日、札幌市議会にて、市内の学校等でのフッ化
物応用を推進する条文を盛り込んだ議員提案の条例
である札幌市歯科口腔保健推進条例が賛成多数で可
決し、令和5年1月1日施行される104）。これが札幌市
でのフッ化物洗口開始への足がかりとなることを
願ってやまない。
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