
Japan Society of Exercise and Sports Physiology

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　of 　Exeroise 　and 　Sports 　Physiology

47．胸郭ポ ン プの立場か らみ た運動時の 呼吸循環動
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48．自転車運動 時 の 筋 ポ ン プ作用に対する 環境温の

　影響
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目的 ：持 久性運動 で は，心拍出量が高い レ ベ ル で 維

持 され る こ と が 重要な要素 の ひ とつ で あ る が，そ れ

に は静脈還流 が 十分促進 さ れ る こ とが 必 要 で あ る 。

静脈還流 の 増加に は 筋肉ホ ン プ の 他 に胸郭ポ ン プ も

閣与 し，吸気時 に 胸腟内圧 が低下 し，静脈還流が増

加す る こ とを既 に報告 した 。 今回 は ，慢性犬 を用 い ，

実際 の 運動時に お け る胸腟 内圧 の 変化 と大動脈起始

部圧 及び後大静脈圧 との 関係を中心 に検討 を加 え

た。

方法 ：実際 に は 10〜ユ4kg の 雑矛重成犬 を用 い
，

ペ ン

トバ ル ビ タ
ー

ル 麻酔下 で 大動脈起始部に 電磁 1〔［L流計

の プ ロ ーブ （日本光電製）を装着 し，心拍出量を測

定 し た 。 又，胸腟内 の 前及び 後大静脈に超音波 血 流

計 〔ア ドバ ン ス 製 T201 ）の プ ロ ーブ を密着 し，

血流量 を記録 した。同時 に 浅頸動脈上行枝及 び浅頸

静脈 よ りカ テ ー
テ ル を挿 入 し，それぞれ 大動脈起始

部圧 ，後大 静脈〔：を測定 した 、 胸腔 内圧 は低圧 トラ

ン ス ジ ュ
ー

サ
ー

か ら の カ こニ ュ
・一レ を留置 し，同時記

録 した。運動負 荷 は ト レ ッ ド ミル を 用 い ， 1 〜 6

km ／h で 行 っ た、，

結果及び考察 ：胸腔内圧 は 運動 負荷畴に は吸気時に

一10− − 20mmHg に 低 下 し，呼気時 に 5 〜10nlmHg

に上 昇 し，著 しい 変動 を 示 した。静脈還流景，心拍

出量，大動脈起始部圧，後大静脈圧 は 共 に 上昇 し，

脈圧 も増加 した。こ の 傾 向は負荷強度が増加す る に

つ れ著明 で あ っ た ，，前脚 と後脚 が 交差 す る よ うな走

行 の 場合 に は胸郭運動の増大に加えて 横隔膜が著 し

く前後 に変動 し，胸腔 内序 の 変化が増大する 。 こ の

胸郭 ポ ン プ に よ り静脈還流が増加 し，従 っ て 心 拍 出

量 が 増加 し， 血圧 の 上昇 ，脈圧 の 増加の
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因とな っ

て い る も の と考え る n

　 我 々 は こ れまで に 自転車運動時に お ける下肢筋 の

ポ ン プ作用が循環動態 に 及 ぼ す影響 に つ い て 報告 し

て きた 。 運動 中 の 筋ポ ン プ作用 に 影響 を与える要因

と して，環境 温が挙げ られ る c，環境温が 高い 場合 に

は皮膚血 流 の 増 大お よび ド肢 静脈 の 緊張低 下 が 生 じ

る，，し た が っ て 筋収縮 の 間 の 弛緩期が お け る筋へ の

m／液流 入 お よ び皮膚で の 血液貯留が増 大す る た め ，

同 じ運動 を行 っ て も常温下 に 比 べ て 筋 ポ ン プ作 用 の

静 脈還流 増大 へ の 効果 は 減 少す る もの と考え ら れ

る。そ こ で今回 は，25℃ （常温 ）お よび35℃ 〔高温 ）

の 環境下 で の 白転車運動に よ る 下肢筋ポ ン プ 作用 の

静脈還流 に 及 ぼ す効果に 関 し て検討 した 。下半身に

陰圧 を負荷す る （下半身陰圧 負荷 ：LBNP ） と下肢

に lr［L液が貯留 して 静脈還流が減少する が ，同時 に 自

転車運動を行 うと そ の 筋 ポ ン プ作 用 に よ っ て 静脈還

流が 回復す る 。 そ の 静脈還流 の 回復 の 程度を心
・
回

拍出量 （SV ） の 変化 か ら推定 した筋 ポ ン プの 効果

を検討 した。

　得 られた主な結果は，

　 1 ）安静峙 に
一40mmHg の LBNP を負荷 した場合

に，25℃ に 比 べ て 35℃ の 場合 の ほ うが SV の 減少が

著 し く，25℃ に お け る
一60mmlIg の 反応に 近 か っ た 。

こ れ は，皮膚温 の 上昇 に よっ て ，下肢 の 皮膚lf［1．流量

お よ び静脈の コ ン プ ラ イア ン ス の 増加 に よ っ て 血流

の プ
ー

リ ン グ が 増加 した もの と考え られ る 。

　 2 ＞ 自転車運動時 の 筋 ポ ン プの 効果 を運 動 に よ る

SV の 増加 量 と仮定 した場合に，運動強度 の 増加 に

したが っ て ，筋 ポ ン プ の 効 果は 増加 した rt

　 3 ）各運動強度 〔10，50，及び 100W ）に お い て は
，

SV 増 加 に 環境 温 による影響 は見 られ なか っ た。こ

の こ とは，環境温 （25℃〜35℃）は 自転車運動に よ

る 筋 ポ ン プ の 効果 に 影響 を 及 ば さない こ と を示唆す

る もの で あ る 。
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