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ABSTRACT

　We investigated the effects of continuous vascular （static） stretching on flexibility, 
vascular endothelial function and arterial stiffness in latter-stage elderly people. 
Flexibility and vascular endothelial function and arterial stiffness significantly 
improved after three months of vascular stretching. After six months, further 
improvements were observed in flexibility, vascular endothelial function and arterial 
stiffness. However, six months after discontinuing vascular stretching, the flexibility, 
endothelial function, and arterial stiffness returned to the preintervention levels, thereby 
indicating that the effects of vascular stretching are reversible. These results suggest 
that vascular stretching may contribute as an anti-atherosclerotic exercise in latter-stage 
elderly people, as it improves flexibility, vascular endothelial function, and arterial 
stiffness.
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おいては，女性ホルモンが血圧の上昇に防御的に

働いており，閉経とともに血圧が上昇し，動脈硬

化度の亢進が顕著になる4, 5）．これらのことから

動脈硬化を基盤とする疾患が増加し，虚血性心疾

患，また脳血管障害においては血管性認知症やう

つ病の原因にもなりうる1）．

　運動能力の一つである柔軟性と動脈硬化度の関

連性は，高齢者においても柔軟性に優れている

者に比し，優れていない者は上腕–足首脈波伝播

速度 brachial-ankle Pulse Wave Velocity （baPWV） 

や頸動脈–大腿動脈脈波伝播速度carotid-femoral 

Pulse Wave Velocity （cfPWV） が増大していると

いう報告6） がある．このことからも柔軟性の低下

は，動脈硬化度の増大と関係する可能性を示して

おり，柔軟性の維持・向上は抗動脈硬化に貢献す

ることになりうる．

　高齢者が一般的な有酸素運動を継続実施するに

は持久力や脚筋力が必要であり，レジスタンス運

動を実施するにも関節への負担や負荷に対しての

配慮が必要である．高齢者が実施するのに容易と

考えられる運動の一つにスタティック・ストレッ

チングがある．実施姿勢は立位だけでなく椅座位

または臥位でも可能で，怪我のリスクも少ない低

強度運動である．正しい方法を習得できれば，特

別な道具も必要なく，自宅においても個人で実施

しやすいことが最大の利点であり，継続すること

による身体機能向上に寄与することが報告7） され

ている．

　これまでにも抗動脈硬化の運動として有酸素運

動8-11），レジスタンス運動とレクリエーションプ

ログラムの複合的な運動効果の報告12） は散見さ

れる．我々はこれまでに中年女性を対象とし，ス

タティック・ストレッチングの実施により，骨格

　
要　旨

　
後期高齢者を対象とし，バスキュラー （スタ

ティック）・ストレッチングの継続実施による，

柔軟性，血管内皮機能および動脈スティフネスに

及ぼす影響を検討した．その結果，介入3ヶ月後

は柔軟性の改善，血管内皮機能および動脈スティ

フネスにおいて有意な改善を認め，介入6ヶ月後

ではさらに柔軟性の改善，血管内皮機能および動

脈スティフネスにおいて有意な改善を認めた．し

かしながら，6ヶ月間の脱介入後では，柔軟性，

血管内皮機能および動脈スティフネスは介入前の

状態に戻り，獲得した効果の可逆性を認めた．バ

スキュラー・ストレッチングの継続実施は柔軟性

を改善し，抗動脈硬化の運動種目の一つとして貢

献する可能性が示唆された．

　1．Introduction

　老化は遺伝的要因以上に環境的要因の影響を受

け，各自の生活様式が進行を決定づける．加齢変

化や廃用の程度は個人差が大きく，生活習慣病等

の疾患においても多様である1）．加齢に伴い血管

は，エラスチンの減少と伸縮性のないコラーゲン

の増加など，構造的および機能的に変化をきたす．

血管内皮を介した血管拡張は低下し，大動脈のよ

うな弾性型動脈では，血管内膜が肥厚し血管壁が

厚くなることで，血管コンプライアンスは低下す

る．動脈コンプライアンスが低下するとウインド

ケッセル機能が低下し，収縮期血圧上昇，拡張期

血圧低下をきたし脈圧を増加させる2, 3）．脈圧増

大は末梢動脈を障害し，さらに動脈硬化を進行さ

せる．動脈コンプライアンス低下は脈波速度も促

進させ，反射波をより早期に出現させる．性差に
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筋と並走する血管が同等に伸張していること13），

血管内皮機能の改善14, 15） および動脈スティフネ

スの改善効果14） を報告している．実施したスタ

ティック・ストレッチングが動脈硬化度に影響が

みられたことから，バスキュラー・ストレッチン

グと名付けた （以下バスキュラー・ストレッチン

グと表示）．これまでに高齢者を対象とし，スタ

ティック・ストレッチングのみに特化した介入が

柔軟性，血管内皮機能，動脈スティフネスに及ぼ

す影響の検証は少ない．

　そこで本研究は高齢者の日常生活において，取

り組みやすいエビデンスのある運動処方の確立が

必要であると考え，後期高齢者を対象とし，バス

キュラー・ストレッチングのみに特化した継続実

施が柔軟性および血管内皮機能，動脈硬化度に及

ぼす影響を検討することを目的とした．

　
　2．Methods

　2．1　対象者及び介入期間

　対象者は75歳以上の後期高齢者で，医師から

の運動制限がなく，自力で設定会場までの移動が

可能であり，他の研究に参加していないこととし

た．対象者のうち介入期間中にバスキュラー・ス

トレッチングを継続実施し，全回の測定が可能で

あった18名 （年齢79.8±3.3歳，男性2名・女性16名） 

を介入群 （n＝ 9名のうち男性1名・年齢79.2±2.7

歳） とコントロール併用群 （n＝ 9名のうち男性1

名・80.4±4.1歳） の2群に無作為に群分けし，比

較検討した．

　介入期間は6ヶ月間とし，介入群は毎日15分間

以上のバスキュラー・ストレッチングを1日1回

以上実施した．コントロール併用群は3ヶ月間を

未介入とし，その後3ヶ月間は介入群と同様に毎

日15分間以上のバスキュラー・ストレッチング

を1日1回以上実施した．両群共に介入前，介入3ヶ

月後および6ヶ月後，さらに脱介入3ヶ月後と6ヶ

月後に同様の測定項目を評価した．任意ではあっ

たが6ヶ月の介入期間中に，19回バスキュラー・

ストレッチングの講座を開催し，正しい実施方法

を確認した．更に健康に関わる情報 （A4用紙1枚

程度） を計10回，電子メールか郵送にて発信をし

た．

　

　2．2　測定項目

　2．2．1　体組成

　体組成は，身長，体重，BMI，体脂肪率，筋

肉量を測定した．体重，体脂肪率，筋肉量は

InBody 720 （BIOSPACE社製） を用い測定した．

　2．2．2　身体活動量

　基本的な日常活動と酸素摂取量に対応してい

る問診表形式の身体活動能力指標Specific activity 

scale （SAS） は，自記式にて記入依頼し，結果か

ら算出した．身体活動量は，国際標準化身体活動

質問票 International Physical Activity Quetionnaire 

short version, usual week 2002年8月版 （IPAQ） の

質問紙に自記式にて記入依頼し，結果から算出し

た．

　2．2．3　柔軟性

　長座体前屈は竹井機器工業株式会社製，長座体

前屈計T.K.K5112で測定した．壁に後頭部と背面

および臀部を付け，足関節の角度は固定しない長

座姿勢をとる．上肢は肩幅の広さで両手のひらを

下に向け，台の上に置き，両肘を伸ばした状態を

初期姿勢とする．膝関節を伸展したままゆっくり

と前屈し，初期姿勢から最大に前屈した時の距離

を2回測定し，その最長距離を採用した．

　2．2．4　血管内皮機能

　血管内皮機能は，Itamar Medical社製 Endo

‐PAT2000を用いて反応性充血指数 Reactive 

Hyperemia Peripheral Arterial Tonometry index 

（RH-PAT index） を測定した．空腹時かつ安静時

に仰臥位で，両手中指の指尖にPATプローブを

装着し，左上腕にマンシェットを巻いた．マン

シェットは駆血時，被験者の安静時の拡張期血圧
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+60mmHgで加圧した．測定プロトコールは，駆

血前に5分間のPATシグナルの平均振幅を測定し

た後，5分間の駆血を行い，駆血解放後5分間の

プローブ内空気圧変化を脈波として検出し，PAT

シグナルの平均振幅を測定した．RH-PAT index

は，駆血側と非駆血側のPATシグナル比により算

出し，データはEndo‐PAT2000ソフトウェアによっ

て自動解析した．

　2．2．5　動脈スティフネス

　動脈スティフネスの指標であるbaPWVは，オム

ロンコーリン社製血圧脈波検査装置BP-203RPEⅢ 

を用いて測定した．仰臥位にて安静状態にした後，

両上腕と両下腿遠位部に血圧測定用マンシェッ

ト，両手関節部に心電図クリップ，第4肋間胸骨

左縁付近に心音マイクロフォンを装着した．測定

時に4つのマンシェットが同時に締め付けること，

測定中は動いたり会話が出来ないことを口頭で説

明し，心電図信号の安定を確認してから測定した．

上腕と下腿部の脈波を採取し，2点間の時間差と

距離を求めることにより，速度を算出し，左右の

平均値を採用した．

　

　2．3　バスキュラー・ストレッチング

　バスキュラー・ストレッチングの部位は，立位，

椅座位，座位もしくは臥位姿勢で僧帽筋，前腕屈

筋群，三角筋，上腕三頭筋，上背部 （僧帽筋・菱

形筋），大胸筋，広背筋，腓腹筋，ヒラメ筋，股

関節外転筋群，股関節内転筋群，大腿四頭筋，ハ

ムストリングス，大臀筋，脊柱起立筋下部で全身

の骨格筋を網羅するような15部位とした．伸張

時間は，各部位20秒～ 30秒間，伸張時は気持ち

良い感覚を残しつつ，Rating of Perceived Exertion 

（RPE） では少しきついからきつい感覚で，スト

レッチングを実施した．介入時の実施記録は，記

入用紙を配布し自記式にて記入依頼した．

　2．4　統計処理

　測定値はすべて平均値±標準偏差で示した．介

入群とコントロール併用群の介入前については，

正規性を確認した後，両側 t検定にて群間差を確

認した．介入群とコントロール併用群の介入前，

介入3ヶ月後，介入6ヶ月後，脱介入3ヶ月後，

脱介入6ヶ月後においては二元配置分散分析を用

いた．

　統計学的解析は統計解析ソフトSPSS 27.0 J for 

Windows用い，全ての検定において危険率5％未

満を有意水準とした．

　本研究は，帝塚山学院大学倫理委員会の承認 

（2020-1） を得て，帝塚山学院大学倫理規定に則

り，すべての対象者に対して本研究の主旨，実施

内容及び注意点について説明し，参加については

書面にて同意を得て実施した．

　
　3．Results

　3．1　対象者特性と身体活動量

　表1に対象者特性として体組成，SAS，IPAQ

を示した．介入群およびコントロール併用群の体

組成，SAS，IPAQは介入前に比し，全ての測定

回において有意な差を認めなかった．

　3．2　柔軟性　

　表1に柔軟性の値を示した．介入群の6ヶ月間

のバスキュラー・ストレッチング実施率は，介入

3ヶ月間が105.5±24.0％，4ヶ月から6ヶ月まで

が94.0±8.1％であった．介入群の長座体前屈は，

介入前に比し介入3ヶ月後，6ヶ月後に有意な高

値を認めた．介入6ヶ月後に比し，脱介入3ヶ月

後および6ヶ月後にも有意な低値を認めた．

　コントロール併用群の3 ヶ月間のバスキュ

ラー・ストレッチング実施率は，92.0±10.9％で

あった．コントロール併用群の長座体前屈は，介

入前に比し介入3ヶ月後に有意な高値を認めた．

介入3ヶ月後に比し，脱介入3ヶ月後および6ヶ
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月後にも有意な低値を認めた．

　

　3．3　血管内皮機能

　表2にRH-PAT indexの値を示した．介入群の

RH-PAT indexは，介入前に比し介入3ヶ月後お

よび6ヶ月後に有意な高値を認めた．介入6ヶ月

後に比し，脱介入3ヶ月後には有意な低値を認め

た．

　コントロール併用群のRH-PAT indexは，介入

前に比し介入3ヶ月後に有意な高値を認めた．介

入3ヶ月後に比し，脱介入3ヶ月後には有意な低

値を認めた．

　

　3．4　血圧・動脈スティフネス

　表2に脈拍，血圧，baPWVの値を示した．介

入群およびコントロール併用群の脈拍と血圧は，

介入前に比し，全ての測定回において有意な差を

認めなかった．

　介入群のbaPWVは，介入前に比し介入3ヶ月後，

6ヶ月後に有意な低値を認めた．介入6ヶ月後に

比し，脱介入3ヶ月後および6ヶ月後にも有意な

高値を認めた．

　コントロール併用群のbaPWVは，介入前に比

し介入3ヶ月後に有意な低値を認めた．介入6ヶ

月後に比し，脱介入3ヶ月後および6ヶ月後にも

有意な高値を認めた．

　
　4．Discussion

　4．1　柔軟性の向上

　ストレッチングによる関節可動域の変化には，

大きく分けて2要因が関与すると考えられている．

要因のひとつは，筋腱複合体のスティフネスや筋

長をはじめとする，物理的な変化である．筋腱複

合体の物質的な硬さや組織の伸張性の変化が，関

節可動域の値に影響を与えることは，多くの先行

研究で報告16） されている．もうひとつの要因は

感覚の変化であり，多くの場合は関節可動域の最

終域は被験者の主観によって決定される．そのた

表 1　Changes in body composition, Specific activity scale, International 
physical activity quetionnaire and flexibility during the study period

   介入群（n=9）     コントロール併用群（n=9）
 Pre 3months 6months 3 detraining 6 detraining Pre 3months 6months 3 detraining 6 detraining
Age（years） 79.2±2.5     80.4±3.8    
Height（cm） 154.8±5.8     151.4±7.8    
Weight（kg） 53.2±8.4 53.1±8.5 53.2±8.5 53.4±8.3 52.9±8.2 50.3±6.1 50.4±6.0 50.4±5.9 50.6±6.0 50.5±6.2
Body Mass Index（kg/m2） 22.1±2.1 22.1±2.1 22.2±2.2 22.2±2.2 22.0±2.2 21.9±1.6 22.0±1.5 22.0±1.3 22.0±1.3 21.9±1.3
Body fat percentage（％） 30.1±4.8 29.7±3.2 30.0±3.8 29.9±4.6 29.3±4.1 30.7±5.0 30.6±4.4 30.7±3.7 30.6±3.8 30.4±3.7
Lean Mass（kg） 34.7±5.7 35.2±5.8 35.4±5.6 35.0±5.6 34.8±5.8 32.8±4.3 32.7±4.1 33.3±4.3 33.0±4.3 33.0±4.2
SAS（Mets） 7.1±0.9 7.1±0.9 7.1±0.9 7.1±0.9 7.1±0.9 7.1±0.9 7.1±0.9 7.1±0.9 7.1±0.9 7.1±0.9
IPAQ（kcal/day） 532.5±522.1 532.5±522.1 532.5±522.1 532.5±522.1 532.5±522.1 302.9±496.2 302.9±496.2 302.9±496.2 302.9±496.2 302.9±496.2
Trunk flexion（cm） 37.1±6.2 43.0±5.8** 47.4±6.4** 42.8±7.8** 39.3±7.4** 36.5±9.1 37.3±9.6 45.1±8.5** 38.2±9.1** 36.7±8.1**

Results are expressed as means±SD. Asterisks show statistically significant difference（**p<0.01）

表 2　Changes in blood pressure, Reactive Hyperemia Peripheral Arterial Tonometry index, 
brachial-ankle Pulse Wave Velocity during the study period

   介入群（(n=9）     コントロール併用群（n=9）
 Pre 3months 6months 3 detraining 6 detraining Pre 3months 6months 3 detraining 6 detraining
Pulse Rate (bpm) 73.4±10.9 72.3±10.0 73.6±11.3 73.9±10.7 74.8±10.5 76.3±7.6 76.7±7.1 75.9±8.9 77.4±8.0 77.2±7.7
SBP (mmHg) 138.3±16.1 136.1±14.3 136.6±14.7 137.4±17.4 137.8±16.6 135.1±10.4 134.3±9.7 134.0±8.4 134.6±8.8 135.3±8.8
DBP (mmHg) 78.4±10.8 79.2±10.3 77.6±10.0 78.2±11.2 76.1±10.2 76.1±8.2 77.1±7.1 76.9±7.8 77.1±7.0 76.8±8.0
RH-PAT index 1.3±0.1 1.6±0.1** 1.8±0.1** 1.4±0.2** 1.3±0.2 1.3±0.1 1.3±0.1 1.7±0.1** 1.4±0.1** 1.3±0.1
baPWV (cm/sec.) 1883.1±197.8 1828.0±269.3 1775.9±190.1 1859.0±213.0 1885.1±197.5 1777.6±251.0 1779.9±250.3 1741.1±246.2 1775.9±246.3 1785.6±255.7
Results are expressed as means±SD. Asterisks show statistically significant difference （**p<0.01） SBP: Systolic blood pressure, DBP: Diastolic blood pressure
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め，被験者の痛み感覚や許容できる最大限の伸張

感の変化が，関節可動域に影響を与えることが考

えられ，stretch toleranceの変化と表現される．ス

トレッチング後の関節可動域の変化は筋腱複合体

の物理的な変化が伴わなくとも生じる場合がある

ことから，stretch toleranceの変化が主たる要因と

する報告17, 18） もある．

　健常高齢者を対象とし，股関節伸展可動域およ

び足関節背屈可動域の改善を目的としたストレッ

チングを8週間および10週間実施した結果，可動

域が向上した報告19, 20） がある．高齢女性 （平均

年齢71.8歳） 20名を対象とした週に3回10週間の

柔軟性トレーニングの報告では，脊柱屈曲可動域

が有意に改善した21）．

　バスキュラー・ストレッチング実施率は，両群

共に1週間当たり5回以上に相当する．1部位に対

しての伸張時間は20 ～ 30秒とし，1回あたりの

実施時間も推奨されている時間22） 以上であった．

図1　Change in the  Reactive Hyperemia Peripheral Arterial Tonometry index of the intervention  
group and the control combination group. 

**p<0.01, significant difference between the full and half groups.

図2　Change in brachial-ankle Pulse Wave Velocity of the intervention group and the  
control combination group.

**p<0.01, significant difference in the full group
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　スタティック・ストレッチングは健康日本21 

（第二次） の推進に資する．身体活動の具体的数

値目標を示した健康づくりのための身体活動基準

2013 23） では，65歳以上に対し強度を問わず1日

40分程度の身体活動を推進しており，スタティッ

ク・ストレッチングは3メッツ未満の身体活動の

1つとして，毎日の実施が推奨されている．怪我

のリスクが少なく，高齢者が自宅においても安全

に取り組むことができる運動である．定期的なス

タティック・ストレッチング実施は，高齢者の歩

行能力低下24） や転倒リスク25） との関連し，柔軟

性への効果26） も多く報告されている．

　関節可動域の向上のためには，筋の伸張時に関

節可動域の最終域あたりに生じる最終域感を1つ

の目安として強度を決定する必要があり，適切な

方法での実施が重要であると報告27） されている．

また実施頻度は週3日以上，伸張時間は1種目30

秒を1セット以上実施することが有効であるとも

報告28, 29） されている．

　伸張強度に関しては，痛みを伴う強度のスト

レッチング方法が関節可動域改善には有効であ

り，60%の伸張に比し85 ～ 100％の伸張時に優

位に大きな柔軟性が得られたという報告30） もあ

るが，ストレッチング時の伸張強度は主観的な感

覚である為，数値化するのは困難で，組織が耐え

られる限界を超すような強度での実施は，怪我が

生じる可能性も考えられる．1週間で約5回以上

の実施頻度，1部位に対して20 ～ 30秒という伸

張時間，少し痛いから痛い，もしくはすこしきつ

いからきついという感覚での伸張強度，3ヶ月以

上の実施期間が，柔軟性の改善に貢献したと示唆

された．

　本研究では，日記や日誌および自身の客観的な

記録をし，行動の実施状況を自ら把握する行動療

法の一種として活用されているセルフモニタリン

グ技法を実施した．これまでにも高齢者を対象と

した運動習慣を定着させる取り組みとして，活動

量計と記録用ノートを用いたセルフモニタリング

技法を取り入れた健康教育プログラムにより，歩

数が増加した報告31, 32），看護師らによる指導と

歩数計や日誌などのセルフモニタリングを取り入

れたウォーキングプログラムにより，歩数が増加

した報告33） がある．これらのことからも高齢者

の運動習慣を定着させるためには，セルフモニタ

リング技法を活用した介入が有効であったと考え

られる．

　介入期間中の記録シートの配布，バスキュラー・

ストレッチングの実施方法について写真や説明文

を記載したハンドブックとバスキュラー・スト

レッチング動画を収録したDVDの配布，電子メー

ルもしくは郵送にて健康関連の情報を10回発信

したこと，また任意ではあったがバスキュラー・

ストレッチングの講習会を19回開催したことが，

対象者の正しい実施方法の習得，実施の定着，実

施頻度の増加に結び付いた可能性がある．

　

　4．2　血管内皮機能の改善

　加齢や肥満によって，動脈血管の構造および機

能は変化し，内皮細胞の機能障害へと繋がること

が報告34） されている．酸化ストレスの蓄積が血

管内皮機能の低下35, 36），動脈血管の弾性機能に

関与するエラスチンの減少37, 38），血管内腔の拡

大39），動脈血管の線維化したコラーゲン量の増

大38, 39），石灰化などによる血管壁の肥厚40），そ

して動脈血管内腔に粥腫形成を促進41） させる．

さらには，血圧を上昇させ，血圧と動脈硬化の悪

循環も生じることも報告42） されている．

　RH-PAT indexの自動解析では，臨床試験に基

づきRHI＜ 1.67 を血管内皮障害存在のカット

オフ値43） としている．両群の介入前のRH-PAT 

indexは，1.67以下44） を示していた．両群共に介

入期間後には有意な改善を認め，基準値の1.68以

上の値を示した．血管は壁周張力による変化に

よって血管平滑筋に伸張刺激が加わり，血管内腔
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に面している内皮細胞には血流の増加によるシェ

アストレスが加わる．ストレッチングの実施によ

り長軸上に筋繊維が伸張し，筋形状変化に伴い，

筋と並走している血管も伸張される．その為，血

管形状の物理的変化として血管径が減少し，一時

的な血流制限が起こる45）．ストレッチング実施

後に筋血液量が増加するのは，一時的な血液遮断

の解放後の血流増加であり，反応性充血が生じた

と考えられる．血流が作り出す血管内皮に作用す

る刺激は，シェアストレスと伸展張力，そして血

圧により生じる圧縮である46）．筋束長の伸張が

大きいほど筋血流量は減少し，開放による血流

増加により血管内皮細胞にシェアストレスがかか

り47, 48），血管内皮細胞からNOやEndothelium-

Derived Hyperpolarizing Factor （EDHF） な ど

の血管拡張因子が放出される．Near Infra-Red 

Spectroscopy （NIRS） 法を用いた先行研究におい

ても，ストレッチング後に安静レベルよりも筋組

織酸素飽和度Muscle Oxygen Saturation （SmO2） 

が増加，筋酸素化ヘモグロビンMuscle Oxygen-

Hemoglobin （MO2-Hb） が増加し，SmO2とMO2-

Hbは，筋組織への酸素供給と消費のバランスに

依存して変動する．このことから，ストレッチン

グの実施により伸張部位の筋血流量が増加して，

筋組織への酸素供給が消費酸素を上回り，SmO2
が増加したことを示唆49） している．

　NOとEDHFの作用の寄与度の違いは動脈血管

の内腔の太さに依存していると考えられており，

動脈血管の内腔が細い微小血管 （抵抗血管） では

NOよりもEDHFの寄与が大きいが，大動脈のよ

うな内腔の太い動脈血管 （導管血管） ではEDHF

よりもNOの寄与が大きく，血管弛緩反応を惹起

していることが明らかにされている50） ．

　全身の骨格筋を網羅するような15部位を伸張

させたことにより，伸張部位へのメカニカルスト

レスがストレッチング後の筋血流量の亢進に寄与

し，シェアストレスとの相乗効果も内皮細胞に対

して影響をもたらしたと推察される．

　

　4．3　動脈スティフネス

　脈波伝播速度は脈波が血管壁を伝播する速度

で，動脈スティフネスの標準的な臨床指標とし

て認められている51）．動脈硬化度も加齢に伴い，

男女ともに増大する一方，60歳以下の各年代の

男性と比較して各年代の女性の動脈硬化度は低値

を示すことが報告52） されている．女性ホルモン

であるエストロゲンは，動脈硬化度を低下させる

作用を有する53） が，女性の閉経により急速な分

泌低下が生じると報告54） されているため，60歳

以降では動脈硬化度に性差が認められなくなる機

序に閉経が関与すると考えられている．血圧が正

常な閉経後の50 ～ 70歳代の女性における脈波伝

播速度と頸動脈内径は，高齢になる従い優位に高

値を示したが，頸動脈のコンプライアンスには年

代間の有意差は認められなかったという報告55） 

がある．これらのことから今回の検討では，性差

を分けずに検討した．

　動脈の伸張・伸展性やスティフネスは，動脈の

弾性機能に影響を及ぼす様々な因子と関連があ

り，特に血管内皮由来弛緩因子としてNO56） や血

管内皮由来収縮因子であるEndothelin -1 （ET-1） 

57） が，血管内皮細胞の収縮・弛緩両面に寄与し

ている．平滑筋弛緩作用を持つNOの血管内皮細

胞での産生能は加齢に伴って低下する58）．一方，

血管収縮因子であるAngiotensinⅡは血管内皮で

の発現は増加し，ET-1の血中濃度は増加する59）．

これらの機能的因子における加齢変化は，個々に

あるいは相互に影響しながら働いて，動脈壁の伸

張・伸展性に影響を及ぼす．

　身体活動と動脈スティフネスとの関連では，高

齢者においては3METs未満の低強度の身体活動

量もcfPWVとの間に負の関係60, 61） がみられる．

中高齢者の男女が週に3日，1回につき30 ～ 45

分の全身にわたるストレッチングを13週間実施
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した結果，頸動脈コンプライアンスが有意に増加
62） したこと，一過性のスタティック・ストレッ

チング直後のbaPWVが改善したことを報告63） し

ている．

　片脚の下腿三頭筋に対して1回30秒のストレッ

チングを休息10秒を挟み6セット実施した結果，

実施脚の大腿動脈–足首間脈波伝搬速度 femoral-

ankle Pulse Wave Velocity （faPWV） は，運動前に

比し運動直後および1 分後に低下した報告64） も

ある．このことから一過性のストレッチングによ

る動脈硬化度の低下効果は，運動後にストレッチ

ングを実施した部位でのみ生じる可能性が示唆さ

れる．

　介入前のbaPWVの値は介入群1883.1cm/s，コ

ントロール併用群1777.6cm/sであった．介入群の

値は，同年齢の基準値の上限値を上回っていた．

中年女性では3ヶ月間の介入ではbaPWVは有意

な改善を認めず，介入群の6ヶ月間の介入後に有

意な低値が認められた14）．血管内皮機能が向上

し，それに伴い同時期に血管性状が変化し，動脈

スティフネスの改善65） に寄与するものと考えら

れる．全身に対する習慣的にストレッチング実施

が動脈硬化度を低下させる機序の一つ66） として

考えられ，抹消の動脈に対して局所的な機械刺激

メカニカルストレスが加わって生じた可能性67） 

がある．今回は，両群共に介入3ヶ月後に有意な

低値を認めたことから，今回の対象者は頻度が高

い反復運動による効果68） として改善した可能性

がある．

　高齢期になってから運動を開始しても動脈硬化

予防に効果的なことが報告69, 70） されており，柔

軟性を高めるストレッチングにおいて，動脈硬化

度の増加を減弱させる効果が認められたことか

ら，高齢者や低体力者に対する運動導入時には，

ストレッチングを取り入れることは有効であるか

もしれない．その際は，全身性ストレッチングを

1日30 ～ 45分，週に3日以上の頻度，4週間以上

の継続実施62） が望ましい．

　

　4．5　限界と課題

　高齢者を対象としたバスキュラー・ストレッチ

ングを継続実施することによる抗動脈硬化作用を

示唆した知見は，臨床的意義が高いと考えられる．

しかしながら本研究の結果には，課題が存在する．

今後の課題として，サンプルサイズを増やすこと，

そしてバスキュラー・ストレッチングの介入成果

については1ヶ月程度の短期間ごとの検討が必要

である．

　
　5．Conclusion　

　後期高齢者を対象とし，バスキュラー・ストレッ

チングの継続実施による，柔軟性，血管内皮機能

および動脈スティフネスに及ぼす影響を検討し

た．その結果，介入3ヶ月後は柔軟性の改善，血

管内皮機能および動脈スティフネスにおいて有意

な改善を認め，介入6ヶ月後ではさらに柔軟性の

改善，血管内皮機能および動脈スティフネスにお

いて有意な改善を認めた．しかしながら，6ヶ月

間の脱介入後では，柔軟性，血管内皮機能および

動脈スティフネスは介入前の状態に戻り，獲得し

た効果の可逆性を認めた．バスキュラー・ストレッ

チングの継続実施は柔軟性を改善し，抗動脈硬化

の運動種目の一つとして貢献する可能性が示唆さ

れた．
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