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抄録  

 根尖性歯周炎の原因として，根管系への種々の細菌や，感染歯質な

どが報告されており，その治癒には感染源の徹底的な除去が不可欠で

ある．しかし，従来の機械的根管拡大形成と化学的消毒を行い，根管

内に汚染が認められないにも関わらず，炎症が消失しない症例（以下，

難治症例）や，根尖病変があるにも関わらず，根尖孔までファイルが

到達不可能な症例（以下，穿通不可症例）がある．本研究は，難治症

例や穿通不可症例に対して，高周波電流の通電（以下， HFC: High-

frequency conduction）を行い，その有効性と治癒に影響を及ぼす因子

について評価した．  

2010 年 1 月 1 日から 2021 年 8 月 31 日の間に，北海道大学病院およ

び医療法人とみなが歯科医院にて，根尖性歯周炎と診断され，化学的

機械的根管清掃を行った患者を対象とした．調査項目は，難治症例が

27 項目，穿通不可症例が 24 項目であった．治療成績の評価は，マイク

ロスコープ下での炎症の有無を確認し，periapical index による５段階

評価と臨床症状により，成功もしくは失敗と評価した．   

難治症例のHFC群の累積成功率は1年6カ月後において，66.7 %であ

り，対照群では4.3 %であった．穿通不可症例のHFC群の累積成功率は
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2年後において65.8 %であり，対照群では2.3 %であった．難治症例，穿

通不可症例共に，HFC群は対照群と比較して，累積成功率が有意に（p

＜0.001）高かった．また，傾向スコア・マッチング後のHFC群と対照

群における成功率をLogistic回帰分析により比較した結果，HFC群が対

照群と比較して，難治症例はオッズ比が39.00（95 % 信頼区間：4.18-

364.00，p<0.01），穿通不可症例はオッズ比が66.50（95 %信頼区間：8.15-

542.00，p<0.001）であった . 

 以上より，従来の化学的機械的根管治療では炎症が改善しない難治

症例や，根尖部骨欠損があるが根尖孔への穿通が不可能な穿通不可症

例に対して HFC を行うことは，きわめて高い効果を有することが明ら

かとなった．また HFC による有害事象は一例もなかった．  

 

キーワード：高周波電流，難治症例，穿通不可症例，非外科的歯内療

法，根尖性歯周炎  
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緒言  

 根尖性歯周炎の原因として，根管系への種々の細菌 1-3)，産生物，感

染歯質および歯髄の残留が報告されており 4-6)，その治癒には感染源の

徹底的な除去が不可欠である．適切な根管治療がなされた場合には

90 %以上の症例において治癒が期待できると報告されており 7-9)，その

成功率は高い．しかしながら，根管の解剖学的形態は複雑であり，フ

ィンやイスマス，側枝，分岐など，切削器具や薬剤が到達困難な部位

（uninstrumented area）が存在し 10)，いかなる器具・器材，根管形成方

法を用いても，全ての根管壁を機械的に清掃することは不可能である

と報告されている 11)．また，著しい湾曲や狭窄などにより，根管拡大

時にジップ，レッジ，穿孔を惹起させてしまい 12)，根尖孔にファイル

が 到 達 不 可 能 な 症 例 も あ る ． フ ァ イ ル や 薬 剤 が 到 達 困 難 な

uninstrumented area は歯髄組織の残遺や細菌，象牙質削片などが堆積し

ており 13) ，これらの病原因子が根管内に残留していると 14)，根尖歯

周組織の炎症が持続し，難治化に至る危険性が高くなる 15-17)．さらに，

根尖孔外における細菌感染も多数報告されており 18)，根尖孔近傍の歯

根外表面 19)，根尖病変内のバイオフィルム 20)，根尖病変内に溢出した

異物 21)へのバイオフィルム形成 22) などが生じると，非外科的根管治
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療では対処できない．  

高周波電流の通電（以下，HFC: High-frequency conduction）がグラム

陽性菌および陰性菌に対して優れた殺菌作用 23-25)，gingipain 活性阻害

効果 26)を示すことが明らかにされており，炎症性サイトカイン産生の

抑制効果も報告されている 24)．高周波電流を根管内に通電すると，電

極と組織との接触抵抗により電極近傍にジュール熱が発生し，電極近

傍の組織は高い温度上昇により蒸散し，その周囲 1mm 程度の範囲で熱

変性が起こることが明らかにされている 26)．根管内に汚染物質が確認

できないにもかかわらず治癒せず，根尖病変内に病原因子が存在する

と考えられる症例では，ファイルを根尖病変内に挿入して発熱させる

ことにより，病原因子を蒸散し，無毒化できる可能性がある．富永ら

27)は，通法の感染根管治療を行い，マイクロスコープで根管内に汚染

が見られないにもかかわらず，炎症が消退しなかった 2 症例に対して，

根尖病変内にファイルを刺入して HFC を行ったところ，いずれも 2 週

後には炎症が消失し，その後，根尖部骨欠損も消失したことを報告し

ている．  

一方，電流はその通電特性ゆえに，湾曲，狭窄根管および側枝，分

岐などのファイルが到達できない領域においても，導電性のある薬液
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や組織が存在すれば通電が可能である．さらに，Tarao ら 28）は数値モ

デルを用いて根管が狭窄している部位では，電流密度が上昇しジュー

ル熱を発生することを報告している．熊谷ら 29)は，象牙質片に直径 0.1 

mm の模擬根管を作製し，次亜塩素酸ナトリウム（以下，NaClO）を模

擬根管内に満たして HFC を施行した結果，模擬根管壁のコラーゲンが

蒸散し，根管壁の溶融が認められたと報告している．したがって，根

尖部に炎症があるが根尖孔に穿通できない症例では，根管内に通電す

ることでファイル先端より根尖側の根管を加熱して，病原因子を焼灼，

殺菌できる可能性がある．  

本研究の目的は，従来の機械的根管拡大形成と化学的消毒では炎症

が改善しない根尖性歯周炎，およびファイルが根尖孔まで穿通できな

い根尖性歯周炎に対して，HFC を応用し，その有効性と治癒に影響を

及ぼす因子について，後ろ向き観察研究により評価することである． 

 

材料と方法  

 本研究は北海道大学病院生命・医学系研究倫理審査委員会の承認（臨

床研究番号 : 生 021-0011）のもとに実施した．  
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実験 1 難治性根尖性歯周炎への有効性 

 

1．対象患者  

 2010 年 1 月 1 日から 2021 年 8 月 31 日の間に，北海道大学病院お

よび医療法人とみなが歯科医院にて，根尖性歯周炎と診断されて化学

的機械的根管清掃を行った患者を対象とした．  

1）選択基準  

（1）根尖性歯周炎と診断された者．  

（2）通法では炎症が改善しなかった者  

（3）歯科用顕微鏡を用いて感染根管治療が行われた者．  

（4）術前にデンタルエックス線写真撮影が行われた者．  

（5）本研究の参加について研究対象者もしくは代理人（研究対象者

の意思及び利益を代弁できると考えられる者）から拒否の申し出がな

かった者．  

2）除外基準  

（1）抗がん剤を投与された者．  

（2）頭頸部の放射線治療が行われた者．  

（3）免疫抑制剤が投与された者．  
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（4）根管内に治療器具が残留し除去できなかった者．  

（5）研究責任者が硏究対象者として不適当と判断された者．  

3）症例選択基準  

 従来の機械的根管拡大形成と化学的消毒を行い，根管内に汚染物質

がないにも関わらず，マイクロスコープ下にて根尖部肉芽組織に炎症

所見が確認でき，次診時も同様に根管内の清掃を行ったにも関わら

ず，次々診時もマイクロスコープ下にて根尖部肉芽組織の炎症所見

（図 1）が改善しなかった症例（以下，難治症例）を対象とした．  

 

2．調査項目  

1）患者情報  

年齢，性別，歯種，根管名．  

2）臨床症状  

自発痛，咬合痛，打診痛，根尖部圧痛，歯肉腫脹，瘻孔，動揺度，

マイクロスコープによる根管内所見（出血，滲出液，排膿，肉芽組織

の色調）．  

3）口内法デンタルエックス線写真  

デンタルフィルムの場合には口内法エックス線写真をスキャナー
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（CanonScan 9000F，キャノン，東京）を使用してデジタル化し，

Image J ver. 1.53（US National Institutes of Health，Bethesda，MD，

USA）を用いて根尖部骨欠損面積を計測した．  

4）治療内容  

根管洗浄の方法と使用薬液，根管貼薬剤，高周波治療器（DP-HF，モ

リタ製作所，京都）による HFC の有無，HFC 時のファイル先端位置と

通電時間および電圧，通電時の根管内所見，病変内洗浄，治療回数と

日数．  

 

3．治療成績の評価  

1）マイクロスコープによる炎症判定  

マクロスコープ下による根尖部肉芽組織所見にて，出血，滲出液，

排膿，暗赤色で易出血性の肉芽組織が認められた場合には炎症あり，

それ以外を炎症なしとした．  

2）Periapical index（以下，PAI） 30) 

 口内法エックス写真により根尖部の骨欠損状態をPAIで評価した．

すなわち，  1：正常，2：骨のわずかな変化，歯根膜腔の拡大はある

が脱灰はしていない，3：瀰漫性の脱灰様変化，4：境界明瞭な透過
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像，5：術前と比較して境界不明瞭な拡大状態，の5つに分類し，経験

年数10，30，35年の3名がそれぞれ評価を行った．なお評価者全員で

あらかじめ本研究とは無関係な症例の口内法エックス線写真を用い

て，評価基準の確認と統一を図り，評価者間において判定が不一致と

なった場合には，全評価者にて再度判定を行い，合意に至るまで協議

を行って決定した．  

3）治療成績の判定  

治療成績は，腫脹，瘻孔，自発痛，打診痛，圧痛がなく，かつ経時

的にPAIの改善が認められた症例を成功とし，それ以外の症例を失敗

とした．  

  

4．目標症例数とその設定根拠  

1）目標症例数  

 HFC 群 100 症例，対照群 150 症例．合計 250 症例．  

2）設定根拠  

 両施設で根尖性歯周炎と診断され，適確性を満たす症例の期間内の

最大集積症例数とした．  
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6．統計学的解析  

 HFCにより治療を行ったHFC群と，HFCを用いず通法の治療を行っ

た対照群に分けて比較を行った．性別・歯種・治療歴・病変内洗浄は

二値変数化し，年齢・骨欠損面積は実測値を使用した．二値変数化し

た因子に関してはχ 2検定あるいはF i s h e r正 確 確 率 検 定 ，実測値に

関してはMann-Whitney U検定を用いて予後因子の偏りを解析した．次

に，Kaplan-Meier法により累積成功率を算出し，全ての予後因子につ

いて単変量解析（Log-rank検定）を行い，予後に影響する項目を抽出

した後，ステップワイズ法で変数を選択して多変量解析（Cox比例ハ

ザードモデル）を行い，複数の予後因子の関連性を分析した．追跡開

始の起点は，HFC群においては最後にHFCを施行した日，対照群にお

いては根管形成が終了しマイクロスコープで根管内に汚染がないこと

を確認した日とし，観察期間は1.5年に設定した．さらに，傾向スコ

ア・マッチング法を行い，多変量解析（Logistic回帰分析）にてHFCの

効果を評価した．  

さらに，マイクロスコープによる炎症判定の判定結果と治療成績と

の関連性について，多変量解析（Logistic回帰分析）を行い，ROC曲線

を算出した．  
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解析は IBM SPSS Advanced Statistics ver. 28（日本アイ・ビー・エ

ム，東京）を用い，有意水準は0.05とした．  

 

実験 2 根尖孔に穿通できない根尖性歯周炎への有効性 

1．対象患者  

1）選択基準  

実験 1 と同様であるが，（2）のみ根尖孔まで穿通できなかった者と

した．  

2）除外基準  

 実験 1 と同一とした．   

3）症例選択基準  

 術前のデンタルエックス線写真で根尖部骨欠損があり，根尖孔（以

下）根尖孔まで穿通できない症例（以下，穿通不可症例）を対象とし

た．   

 

2．調査項目  

1）患者情報  

年齢，性別，歯種，根管名．  
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2）臨床症状  

自発痛，咬合痛，打診痛，根尖部圧痛，歯肉腫脹，瘻孔，動揺度．  

3）口内法エックス線写真  

根尖部骨欠損面積は実験１と同様に計測した．また，根管充填後の

デンタルエックス線写真にて，根尖からの根管充填材到達距離を計測

した．  

4）治療内容  

 根管洗浄の方法と使用薬液，根管貼薬剤，高周波治療器による HFC 

の有無，HFC 時のファイル先端位置と通電時間および電圧，HFC 時

の根管内薬液，通電時の根管内所見，治療回数と日数．   

 

3．治療成績の評価  

1）PAI 

実験 1 と同一とした．  

2）治療成績の判定  

実験 1 と同一とした．  

 

4．目標症例数とその設定根拠  
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1）目標症例数  

 HFC 群 100 症例，対照群 100 症例．合計 200 症例．  

2）設定根拠  

実験 1 と同一である．  

 

5．統計学的解析  

性別・歯種・治療歴を二値変数化し，年齢・骨欠損面積・根尖から

の根管充填材到達距離は実数値を使用し，観察期間は2年に設定し

た．統計手法は実験1に準じて行った．  

 

結果  

実験 1 難治性根尖性歯周炎への有効性  

1．対象症例（表 1）  

対象は71歯73根（HFC群：49歯51根，対照群：22歯22根）で，男性26

症例，女性47症例，年齢は22歳から83歳，平均年齢は54.8±14.4歳の71

歯73根であった．施設別では，北海道大学病院50歯51根，医療法人と

みなが歯科医院21歯22根であった．歯種は上下顎前歯22歯22根，上顎

小臼歯15歯15根，上顎大臼歯17歯19根，下顎小臼歯4歯4根，下顎大臼
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歯13歯13根であった．治療歴は根管治療が行われていない初回治療が

9歯10根，すでに根管治療されており再根管治療を行った症例が62歯63

根であった．性別，年齢，歯種，治療歴の全ての項目において，HFC群

と対照群に差（p>0.05）は認められなかった．また，術前の根尖部骨欠

損面積の中央値［四分位範囲］はHFC群  12.6 [7.1-17.2] mm2，対照群  

14.6 [8.9-18.3] mm2であり，両群に有意差（p>0.05）は認められなかっ

た．感染根管治療に伴い，根尖病変内を洗浄した症例は14歯14根，洗

浄しなかった症例は57歯59根であり，両群で有意差（p>0.05）は認めら

れなかった．両群ともすべての症例で．根管洗浄はNaClOと超音波装置

によるpassive ultrasonic irrigationを行っており．根管貼薬は水酸化カル

シウム製剤を使用した．  

 

2．成功率（図 2）  

HFC 群の累積成功率は 6 カ月後，1 年後，1 年 6 カ月後において，そ

れぞれ 43.1 %，64.7 %，66.7 %であり，対照群では 4.3 %，4.3 %，4.3 %

であった．Log-rank 検定を行った結果，HFC 群は対照群と比較して，

累積成功率が有意に（p＜0.001）高かった．   

また，北海道大学病院における HFC 群の成功率は 6 カ月後，1 年後，
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1 年 6 カ月後において，それぞれ 45.5 %，60.6 %，60.6 %であり，医療

法人とみなが歯科医院では，38.9 %，72.2 %，77.8 %であった．北海道

大学病院における対照群の成功率は 6 カ月後，1 年後，1 年 6 カ月後に

おいて，それぞれ 5.6 %，5.6 %，5.6 %であり，医療法人とみなが歯科

医院では，0.0 %，0.0 %，0.0 %であった．  

 

3．予後因子の影響  

全ての予後因子について，グラフを用いて比例ハザード性の確認を

行った結果，各因子においてハザード比は時間に関係なく一定であっ

た．  

単変量解析において，性別，年齢，歯種，治療歴，根尖部骨欠損面

積，根尖病変内洗浄の全ての予後因子について有意差は認められず，

HFC 応用の有無のみに有意差（p＜0.01）が認められ，HFC 群の方が対

照群より成功率が高かった（表 2）．多変量解析においても，同様の結

果を得た（表 3）．  

 

4．HFC の効果の判定  

 傾向スコア・マッチング後の単変量分布を表 4 に示す．マッチング
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後の症例数は両群とも 18 根管となった．Logistic 回帰分析を用いて

HFC 群と対照群における成功率を比較した結果，HFC 群は対照群と比

較してオッズ比が 39.00（95 % 信頼区間：4.18-364.00，p<0.001）とな

り，HFC 群がきわめて高い効果を有することが明らかとなった（表 5）．  

 

5．マイクロスコープによる炎症判定と治療成績の関連性  

 マイクロスコープにより炎症ありと判定した症例では，失敗が 24 症

例（75.0 %），成功が 8 症例（25.0 %）で，炎症なしと判定した症例で

は，それぞれ 13 症例（31.7 %）と 28 症例（68.3 %）であった（表 6）．

Logistic 回帰分析を用いて ROC 曲線を算出した（図 3）．感度 64.9，特

異度 77.8，Area under curve（AUC）は 0.71 となった．  

 

実験 2 根尖孔に穿通できない根尖性歯周炎への有効性  

1．対象症例（表 7）  

対象は107歯120根（HFC群：68歯76根，対照群：39歯44根）で，男性

35症例，女性85症例，年齢は29歳から85歳，平均年齢は56.8±15.1歳で

あった．施設別では，北海道大学病院47歯51根，医療法人とみなが歯

科医院60歯69根であった．歯種は上下顎前歯7歯7根，上顎小臼歯14歯
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14根，上顎大臼歯40歯48根，下顎小臼歯8歯8根，下顎大臼歯38歯43根

であり，根管治療歴は初回治療5歯5根，再根管治療102歯115根であっ

た．年齢を除いた全ての項目において，HFC群と対照群に差は認めら

れなかった（ p>0.05）．また，術前の根尖部骨欠損面積はHFC群  11.4 

[7.1-16.5] mm2，対照群  11.8 [9.9-16.6] mm2，根尖からの根管充填材到

達距離はHFC群  2.2 [1.9-3.0] mm，対照群  2.7 [2.0-4.2] mmであり，両

群に有意差は認められなかった（p>0.05）．  

 

2．成功率（図 4）  

HFC 群の累積成功率は 6 カ月後，1 年後，1 年 6 カ月後，2 年後にお

いて，それぞれ 35.5 %，56.6 %，57.9 %，65.8 %であり，対照群では

0 %，2.3 %，2.3 %，2.3 %であった．HFC 群は対照群と比較して，累積

成功率が有意に（p＜0.001）高かった．   

また，北海道大学病院における HFC 群の成功率は 6 カ月後，1 年後，

1 年 6 カ月後，2 年後において，それぞれ 55.9 %，79.4 %，79.4 %，

85.3 %であり，医療法人とみなが歯科医院では，19.0 %，38.1 %，40.5 %，

50.0 %であった．北海道大学病院における対照群の成功率は 6 カ月後，

1 年後，1 年 6 カ月後，2 年後において，それぞれ 0 %，0 %，0 %，0 %
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であり，医療法人とみなが歯科医院では，0 %，3.7 %，3.7 %，3.7 %で

あった．  

 

3．予後因子の影響  

単変量解析で有意差を認めたのは，HFC 応用の有無（p＜0.001），年

齢，術前の根尖部骨欠損面積，根尖からの根管充填材到達距離であっ

た（p＜0.05）（表 8）．HFC 応用に関しては対照群より HFC 群が，術前

の根尖部骨欠損面積では大きい方が，根尖からの根管充填材到達距離

では小さい方が，有意に成功率が高かった．多変量解析結果では，HFC

応用の有無，術前の根尖部骨欠損面積（p＜0.001），根尖からの根管充

填材到達距離（p＜0.05）に有意差を認めた（表 9）．  

 

4．HFC の効果の判定  

 傾向スコア・マッチング後の単変量分布を表 10 に示す．マッチング

後の症例数は両群とも 26 根管となった．Logistic 回帰分析を用いて

HFC 群と対照群における成功率を比較した結果，HFC 群が対照群と比

較して，オッズ比が 66.50（95 %信頼区間：8.15-542.00, p<0.001）と HFC

がきわめて高い効果を有することが明らかとなった（表 11）．  
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考察  

 根尖性歯周炎は主に根管内の病原因子によって惹起される根尖周囲

組織の炎症性疾患である．成功率については多数の研究があり 31-34)，

それぞれの研究デザイン，治療のプロトコールおよび判定基準などに

ばらつきはあるものの，根尖病変が認められない症例では90 %以上，

根尖病変を有する症例では根管治療の既往がない症例で80 %，既に根

管治療が行われている再治療症例で60~70 %と報告されている 32)．とく

に，再治療症例においてレッジやジップなどが生じている症例では成

功率が約50 %であり 35)，さらに根尖部骨欠損サイズが5 mm以上の症例

では50 %以下であったと報告されており 36,37)，従来の根管治療では改

善しない症例も多数存在するのが現状である．しかし，成功率を低下

させるこれらの要因があっても治癒する症例も多く，リスク因子の有

無のみで治癒の予測を行うことは難しい．  

本研究においては，マイクロスコープ下で根管内に汚染物質がない

ことを確認後，さらに従来の化学的機械的根管清掃を2回以上行ったに

もかかわらず，マイクロスコープで根尖部肉芽組織の炎症が改善しな

かった症例を難治症例と定義してHFCの有効性を検討した．Nixdorfら
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38)はメタ解析によるシステマティックレビューで，6カ月以上疼痛が持

続する症例を難治性としているが，これは痛みについての解析を行っ

たもので腫脹や瘻孔，骨欠損の改善まで評価したものではなく，通法

の感染根治療を繰り返し続けても治癒する可能性が低い「難治性」と

診断する基準は明確にはなっていないのが現状である．一般には炎症

の有無を疼痛や腫脹，瘻孔などの臨床所見に加えて根尖からの排膿や

出血で判定するが，症状がなく排膿や出血がなくても炎症がないとは

限らないことから，本研究ではマイクロスコープによる観察所見を判

定に加えた．その結果，HFCまたは従来の治療を続け，根管充填直前の

マイクロスコープによる炎症の判定と，本実験による治療の成否を比

較すると，炎症なしと判定された症例では68.3 ％が成功，炎症ありと

判定された症例では75.0 ％が失敗となっている．またROC曲線による

AUCは 0.71であったことから 39)，マイクロスコープにより根尖部肉芽

組織の炎症の有無を判定することは，根管充填後の予後の予測に役立

つものと思われる．したがって，本研究で難治性根尖性歯周炎の症例

選択基準にマイクロスコープによる根尖部肉芽組織の炎症所見を加え

たことは，妥当であったと考えて良いであろう．しかし，炎症がある

と判定した症例でも根管充填後に25.0 ％が成功とされており，これは
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炎症の程度や骨欠損の縮小を成功と判定していることなどが影響して

いる可能性があり，今後さらに症例数を増やして長期的な検討を加え

て，マイクロスコープによる根尖部肉芽組織を観察することの意義を

明らかにしていく必要がある．  

本研究では難治症例の観察期間を1.5年，穿通不可症例を2年とした．

根尖性歯周炎の治癒には4~5年かかることがあるが，ほとんどの症例は

2年以内に2 mm以下に縮小する．本研究の分析結果では，難治症例の

HFC群では1年6カ月で，穿通不可症例のHFC群では2年でほぼプラトー

に達していてその後の成功率の向上はみられず，症例数が減少して解

析精度が低下することから1.5年とした．  

成功率に影響を与える予後因子に関しては，文献的に関連が指摘さ

れている因子を選んで解析を行った．単変量解析では，難治症例は HFC

応用の有無のみで有意差が検出されたが，穿通不可症例は  HFC 応用

の有無，年齢，術前の骨欠損サイズ，穿通不可部の根尖までの距離に

有意差が認められた．   

年齢に関しては，単変量解析では有意差が認められたが，多変量解

析では認められなかったことから，他の予後因子との内部相関が推測

される．Ng ら 40) のメタアナリシスでは，成功率は年齢の増加ととも
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に減少する傾向がみられたと解析しており，加齢や糖尿病などの全身

疾患の影響により治癒能力が低下することによるという報告 41,42)もあ

る．この点については，今後，症例数を増やして治療成績に影響する

他の予後因子との相互作用を包括的に分析する必要があると考えてい

る．  

術前の骨欠損サイズについては，骨欠損サイズの大きい症例が小さ

い症例に比較して成功率が高かった．術前の根尖病変の大きさと成功

率に関しては多くの報告があり，病変が小さい症例では大きい症例よ

りも，成功率が高いという報告 43,44)がある反面，統計的差異は認めら

れなかったという報告 32,45 ,46)もある．本研究においては，穿通不可症

例において逆の結果が得られたが，骨欠損サイズの分布にばらつきが

あり，大きな骨欠損を有する症例が極端に少なかったことが影響して

いるのではないかと推察された．  

本研究では Cox 比例ハザードモデルによる多変量解析に加えて，傾

向スコア・マッチングを用いて，年齢，術前の骨欠損サイズ，根尖ま

での距離などの予後因子に生じた偏りを軽減させて解析を行った．後

ろ向き観察研究では比較する 2 群で交絡因子に偏りが生じることが避

けられないため，この問題を軽減するための手法の一つが傾向スコア・
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マッチングである．その結果，HFC の効果は，難治症例でオッズ比が

39.00（ 95 ％信頼区間 4.18-364.00），穿通不可症例でオッズ比 66.50

（95 ％信頼区間 8.15-542.00）ときわめて高い効果を示した．本研究は

後ろ向き観察研究であり，傾向スコアマッチングを行ってもバイアス

が完全に除去されるとは限らないが，HFC の有効性については明らか

になったと考えて良いであろう．  

難治症例では対照群の成功率4.3 %と，根尖病変を有する再治療症例

の過去の報告 31-37)と比較してもきわめて低値を示した．これは本研究

では，従来の化学的機械的根管清掃を行ったにもかかわらず，マイク

ロスコープ所見も加えて炎症が消退しなかった症例を対象としている

ので，難治症例の診断がより高い精度で行えたことが原因と考えられ

る．また，難治症例では従来の治療を続けても，成功となるのはきわ

めて稀ということになるので，従来の治療を数回行って改善がない場

合には，漫然と治療を続けるのではなく別の手法を検討すべきと言え

る．一方，HFC群で成功率がはるかに向上したのは，根尖病変内にファ

イルを挿入して高周波電流を通電することにより，ファイル周囲組織

がジュール熱により焼灼され，病原因子が殺菌，無毒化されたためと

考えられる．病変内の病原因子を除去するためには，洗浄という方法
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も考えられるが，本研究ではHFCを行わずに病変内を洗浄するのみで

は効果が認められなかった．これは，病原因子が肉芽組織に被包され

ているために洗浄のみでは除去できなかったものと考えられ，洗浄効

果を発揮させるためにも，HFCによって肉芽組織を蒸散させることが

重要と考えられる．さらに，一回のHFCでは炎症が消退せず，数回の

HFCにより改善がみられた症例もあった．これは出血や排膿など液性

成分が多い場合には温度上昇が小さくなり，焼灼が不十分であった可

能性などが考えられることから，今後，炎症状態や骨欠損の大きさに

応じたHFC方法も検討課題の一つである．  

穿通不可症例では，2 年後の累積成功率は HFC 群，対照群でそれぞ

れ 65.8 %，2.3 %であり，HFC の優れた効果が明らかとなった．Negishi47) 

は，根尖狭窄部までの穿通の可否は治療成績に影響を与える重要な要

因であると報告しているが，穿通不可症例における治療成績の発表は

少なく，Sjogren ら 32)は根尖性歯周炎罹患歯における 8~10 年後の成功

率は，根尖にファイルを穿通させることができなかった穿通不可症例

では 69 %であり，穿通症例の 90 %と比較して有意に低かったと報告

している．また，Akerblom ら 48)は根尖病変を保有し，エックス線写真

において根管の確認が不可能であった 16 歯に対して 2~12 年間にわた
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る追跡調査を行った結果，穿通不可症例の成功率は約 62.5 %であった

と報告している．本研究では対照群の成功率が 2.3 ％とこれらの症例

に比べてきわめて低かった理由として，彼らの研究では根尖部に骨欠

損がないものが含まれていることや，対象を根尖狭窄部の穿通あるい

はエックス線写真で根管が確認できないことを基準に選択しているが，

本研究においては，根尖から 2 mm 歯冠側まで到達した症例はわずか

35.0 % （42/120）に過ぎず，未穿通部の距離が大きかったことや，す

べての症例でマイクロスコープを用いており，症例によっては歯科用

CT も用いていることから，症例の選択の精度に違いがあったことが原

因ではないかと推察される．また，対照群の治療回数は平均 3.73 回で

あり，十分な根管洗浄や根管貼薬を行ったにもかかわらず成功率が低

かったことから，HFC 群の成功は根管洗浄や根管貼薬ではなく HFC の

効果によるものと思われる．  

これは，ファイルを到達させることができない穿通不可根管でも，

NaClO が高い導電性を有しているために，NaClO が浸透すれば HFC に

よりジュール熱が発生し，殺菌や病原因子の不活性化が生じたためと

考えられる．また E. faecalis を用いた研究で，25 ℃の温度上昇で NaClO

の有効性が 100 倍になったとされており 49)，HFC により NaClO の温
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度が上昇したことも関与していると思われる．  

穿通不可部では，根尖孔までの距離が長くなると NaClO が浸透しに

くくなり，インピーダンスが大きくなるため，電流量が不十分になり

やすいと思われる．そこで，根管充填後のエックス線写真から，根管

充填材先端と根尖との距離を計測して成功率との比較を行った．その

結果，根尖までの距離が短い症例ほど成功率が高くなる傾向がみられ

たが，根尖までの到達距離が 2 mm 以内，2~3 mm，3~4 mm，4~5 mm，

5 mm 以上の症例における成功率はそれぞれ 64.3 %，78.6 %，60.0 %，

50.0 %，25.0 %であり，一概に到達距離だけで成功率を予測することは

不可能であった．これは，穿通不可根管の太さや内容物による影響も

考えられることから，今後，通電時のインピーダンスによって電圧を

上下するなど，より効果的な方法を検討していくことが必要と考えて

いる．  

また，穿通不可根管では，病原因子が消失しても適切に根管充填さ

れなければ再発する危険性がある．本研究ではかならずしも，ファイ

ル未到達部が根充充填されているとは限らないが，最長で 6 年経過し

ている症例でも再発傾向はみられていない．今後，さらに長期的な追

跡を行うとともに，このような根管への充填方法，材料を検討してい
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くことも必要である．  

今回の研究により，通法ではきわめて成功率の低い難治性根尖性歯

周炎や根尖孔に穿通できない症例において，HFC の高い効果が判明し

ただけでなく，通電に伴う痛みや腫脹などの有害事象もまったくみら

れず，安全性も高いことが明らかになった．このことから，HFC が広

く臨床応用されることにより，感染根管治療の成功率の向上に寄与し

ていくものと期待される．   

 

結論  

 従来の化学的機械的根管治療では炎症が改善しない難治症例や，根

尖部骨欠損があるが根尖孔への穿通が不可能な症例に対して HFC を

行い，傾向スコア・マッチングにより成功率を評価した．その結果，

HFC を用いない対照群に比較して，難治症例ではオッズ比が 39.00，穿

通不可症例で 66.50 ときわめて高い効果を有することが明らかとなっ

た．また HFC による有害事象は一例もなかった．  
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図説  

図 1  難治症例（マイクロスコープ画像）  

 根管形成後に根尖部から出血が見られる．  

 

図 2  難治症例における累積成功率   

 

図 3  マイクロスコープによる炎症判定と治療成績の関連性の ROC 曲

線  

 

図 4  穿通不可症例における累積成功率  

 

表 1  難治症例における予後因子の分布  

 

表 2  難治症例における単変量解析結果  

 

表 3  難治症例における多変量解析結果   

 

表 4  難治症例における傾向スコア・マッチング後の予後因子の分布  
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表 5  難治症例における傾向スコア・マッチング後の多変量解析結果  

 

表 6  マイクロスコープによる炎症判定と治療結果  

 

表 7  穿通不可症例における予後因子の分布  

 

表 8  穿通不可症例における単変量解析結果  

 

表 9  穿通不可症例における多変量解析結果   

 

表 10  穿通不可症例における傾向スコア・マッチング後の予後因子の

分布  

 

表 11  穿通不可症例における傾向スコア・マッチング後の多変量解析

結果  

 


