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研究成果の概要（和文）：口呼吸が顔面軟組織に及ぼす形態的影響を調査するために、口呼吸小児を対象とした
顔面軟組織の３次元形態を解析した結果、３歳の時点で既に鼻の扁平化や口唇の突出が生じる傾向があり、比較
的早期に顎顔面領域の成長に悪影響が生じることも明らかとなった。一方、口呼吸と口唇閉鎖力の関連性を解析
したところ、口唇閉鎖力は口呼吸の有無に影響を与える因子であることが明らかとなり、同時に口唇閉鎖力の成
長変化について、各年齢の標準値を導出することにも成功した。また、口呼吸に関連する項目は7つの因子に分
類できることも示唆され、口呼吸分類スクリーニングの一助になりうる重要な知見を得ることに成功した。

研究成果の概要（英文）：We analyzed the three-dimensional morphological facial soft tissue in mouth 
breathing children to examine the hypothesis that mouth breathing has an adverse influence on the 
form of facial soft tissue. The results suggested that mouth breathers had anteriorly prominent 
subnasale and lips earlier than 3 years of age. We measured the children's lip-closing strength(LCS)
 with a force device to examine patterns in age-related changes in LCS and factors associated LCS. 
We showed the LCSs of, or LCS values/measurements for ages 3-12, and found that the acquisition of 
the daily habit of closing the lips during the daytime is very important among children. We 
investigated the relevant factors and the interrelationships between factors affecting mouth 
breathing syndrome among children. The results suggested that mouth breathing syndrome was 
categorized according to 7 major factors.
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究によって口呼吸の原因因子を分類できるようになると、関連医科との連携の必要性を判断する目安にな
り、専門性を活かした治療に繋がると考えられる。また、小児の口呼吸は増加傾向にあり、小学生の65％に認め
られると言われていることからも、口呼吸とその弊害を抱える小児は非常に多いと考えられる。口呼吸は成長・
発育や全身的な疾患に大きく関わっているため、大多数の子どもたちのライフステージの早い時期から介入でき
れば、将来起こり得る弊害を未然に防ぎ、生涯にわたる健康を獲得できる可能性が高くなることが期待され、そ
の波及効果と普遍性、医療費の削減効果は非常に大きい。












