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背　景

　心血管疾患や糖尿病を含む心血管代謝系疾患は，

世界的に死亡や身体障害の原因の大部分を占めて
いる。心血管疾患を予防するためには関連するリ
スク因子を適切に管理する必要がある1）。現在ま
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SUMMARY

　目的：先行研究から，身体活動（physical activity: PA）や座位行動（sedentary behavior: SB）と健
康アウトカムの関連性はその行動が仕事中のものかどうかによって逆転することが報告されている。しか
し，これまでに 1 日の時間利用における相互依存性を考慮したうえで，オフィスワーカーのドメイン別身
体行動と心血管代謝系の健康の関連性を検討した研究はない。そこで我々は，加速度計で測定したドメイ
ン別（勤務時間，勤務日の非勤務時間，非勤務日）の PA および SB とオフィスワーカーの心血管代謝系の
健康指標の関連について，組成データ解析を用いて検討した。
　方法：この横断研究は1258人の日本人オフィスワーカーを対象とした。SB，低強度 PA（light-inten-
sity PA: LPA），中高強度 PA（moderate- to vigorous-intensity PA: MVPA）の時間を加速度計によ
り評価した。心血管代謝系の健康指標には定期健康診断のデータを用いた。
　結果：組成データ解析による重回帰分析の結果，勤務時間中や非勤務日の行動ではなく，平日の非勤務
時間中の PA や SB が心血管代謝系の健康と有意に関連した。特に，非勤務時間中の SB を減らして，代
わりに LPA や MVPA の時間を増やすことは，それぞれ cardiometabolic risk score や脂質代謝指標
の好ましい変化と関連した。一方，LPA 時間と拡張期血圧の関連性において，非勤務時間中は良好に関
連し（β ＝ 1.61; 95％信頼区間［CI］ ＝ 0.02, 3.19），仕事中は有害的に関連する（β ＝ －2.48; 95％ CI ＝ －4.87, 
－0.09）という相反する結果が得られた。
　結論：我々の結果は，オフィスワーカーの心血管代謝系の健康管理には，平日の非勤務時間における
SB の軽減と PA の増加が有効である可能性を示唆するものであった。今後，組成データ分析を用いた縦
断的研究により，我々の結果を確認することが必要である。
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でに多くの研究から，日常的な身体行動が，心血
管代謝系の健康に対する実践的な修正可能リスク
因子であることが報告されている。多くの研究が，
身体活動（physical activity: PA）が心血管系の健康
に対して保護的な効果をもつ2）一方で，座位行動
（sedentary behavior: SB）が有害的な効果をもつこ
とを報告している3）。こうしたエビデンスに基づ
き，PAに関する国際ガイドラインでは健康上の
利益のために PAを増やすことを推奨している4）。
　近年，多くの疫学研究が，健康アウトカムや死
亡率に対する PAの効果は，余暇と仕事の PAと
で異なることを報告している。最近のメタアナリ
シスによると，余暇の PAは成人の心血管代謝系
の健康やその他の健康アウトカムに好影響をもた
らす一方で，仕事の PAが多いことは男性の早期
死亡リスクを高めるとされている5）。更に，大規
模な縦断研究では，仕事以外の PAは死亡率の低
下と関連するが，仕事の PAの大小によって心血
管疾患による死亡率に違いはみられなかったこと
を示している6）。これらの結果は，それぞれの身
体行動が健康アウトカムと独立して関連すると仮
定した従来の回帰分析によって得られたものであ
る。しかし， 1日24時間は睡眠，SB，低強度 PA

（light-intensity PA: LPA），中高強度 PA（moderate- 

to vigorous-intensity PA: MVPA）という 4つの主要
な身体行動で構成されているため，ある行動時間
（例：睡眠）が増えるということは，他の行動時間
（例：SBか PA，またはその両方）を減らさなけれ
ばならないということである。近年，組成データ
分析（compositional data analysis: CoDA）を用いて，
日々の身体行動時間の健康影響を適切に推定する
必要性が示されている。
　CoDAを用いたいくつかの研究で，24時間の身
体行動と心血管代謝系の健康指標の関連性が報告
されている7-11）。しかし，勤労者を対象にドメイ
ン別の PAとアウトカムの関連性を調べた研究は
1件しかない。Guptaら（2019）はデンマークのブ
ルーカラー勤労者を対象にした研究で，仕事と余
暇の両方のドメインにおいて，SBを PAや就床
時間に置き換えることが，収縮期血圧と良好な関

連を示した一方で，LPAや MVPAの時間を同じ
ドメイン内の別の行動に置き換えることでは有意
な関連性はみられなかったと報告している11）。拡
張期血圧では，余暇の SB時間をその他の行動時
間に置き換えた場合のみ，統計的に有意な関連性
が確認されたが，その効果量は小さかった。これ
らの知見は，ある行動から別の行動への時間の置
き換えが心血管代謝系の健康やその他の健康アウ
トカムに与える影響が，ドメイン（例：勤務時間／／
非勤務時間や勤務日／／非勤務日）によって異なる可
能性を示唆している。しかし，ブルーカラー勤労
者の知見が，日々の行動パターンが異なる他職種
の勤労者に適用できるかどうかは不明である。特
に，座り仕事が多いオフィスワーカーを対象にし
た新たな研究が必要である12）。こうした点を踏ま
えて，世界の労働人口のかなりの部分を占めるオ
フィスワーカーに対する健康増進策を開発する必
要がある。
　そこで我々は，CoDAを用いて，オフィスワー
カーを対象に加速度計で測定したドメイン別（平
日の勤務時間，平日の非勤務時間，非勤務日）の
PAや SBと心血管代謝系の健康指標の横断的関
連性を検討することを目的とし研究を実施した。

方　法

Ａ．研究デザインと対象者

　本研究は，東京の明治安田新宿健診センターの
データを用いた前向き研究である明治安田ライフ
スタイル研究（Meiji Yasuda LifeStyle study）の一部
である13）。このコホートデータの大部分は，首都
圏およびその周辺地域に住む勤労者の定期健康診
断から得られている。2017年から，明治安田新宿
健診センターでは，一部の受診者に対して，日々
の PAや SBを評価するための加速度計を用いた
オプション検査を実施している。本研究では，
2017年 6月から2019年 3月の間に収集されたこの
オプション検査の横断的データを使用した。対象
者の組入基準は，1）オフィスワーカーであること，
2）研究者が就業規則を把握できる特定の生命保
険会社に所属していること， 3）本研究への参加
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に同意していることであった。組入基準を満たし
ているかどうかは，対象者から受け取った調査票
や健診センターに登録されている情報をもとに判
断した。本研究では1696人の勤労者がこれらの基
準を満たした。参加者の所属する企業における勤
務時間は月曜日から金曜日の 9時から17時であり，
フレックスタイム制は導入されていなかった。本
研究は，公益財団法人明治安田厚生事業団倫理審
査委員会の承認を得て実施された（承認番号：
28006）。
Ｂ．測定項目

　 1．身体行動
　 3軸加速度計（Active style Pro HJA750-C：オム
ロンヘルスケア，京都，日本）を使用し，日中の
身体行動を評価した。加速度計と健康診断のため
の検査キットは，各自の受診日の少なくとも 2週
間前に対象者に郵送された。対象者は，デバイス
を損傷する可能性のある状況（例：水中での活動
や接触のあるスポーツなど）を除き，少なくとも
10日間，起きている間は加速度計を腰部に装着す
るように指示された。
　この加速度計の妥当性は確認済みであり，その
測定精度は欧米で広く使用されている他の機器と
同等である14,15）。エポック長は60秒に設定し，開
発元が提供しているソフトウェアを用いて， 3軸
の合成加速度に基づく metabolic equivalents

（METs）を推定した16）。活動カウントが検出限界
未満である時間が連続して60分間続いた場合に非
装着時間と定義し，10時間以上機器を装着した日
を有効日と定義した17）。装着時間は24時間から非
装着時間を差し引いて求めた。 2日以上の有効な
勤務日データと 1日以上の有効な非勤務日データ
をもつ対象者を分析に使用した18）。各60秒のエ
ポックは SB（1.5 METs以下），LPA（1.6～2.9 METs），
MVPA（3.0 METs以上）に分類された19,20）。これら
の行動に費やした時間は 1日ごとに集計され，す
べての有効日の平均値を算出した。
　勤務日と非勤務日の平均的な睡眠時間を評価す
るために，次の質問を使用した：「典型的な勤務
日／／非勤務日において，昼寝を除いて通常何時間

眠りますか」。睡眠時間は24時間に対する割合で
表した。加速度計の装着時間に対する各行動の割
合に基づき，残りの時間を SB，LPA，MVPAに
分配した21,22）。
　本研究では対象者の勤務実態に基づき， 1）勤
務時間（勤務日の午前 9時から午後 5時までの行
動）， 2）非勤務時間（勤務日の勤務時間外の行動），
3）非勤務日（土曜日・日曜日・祝日の行動）の 3

つのドメインを設定した。各行動に費やした時間
を上記手順で算出し，これら 3つのドメインに割
り当てた。
　 2．心血管代謝系の健康
　本研究では，腹囲（cm），収縮期・拡張期血圧
（mmHg），空腹時血糖値（mg/dl），中性脂肪（mg/

dl），高比重リポタンパク（high density lipoprotein: 

HDL, mg/dl）を心血管代謝系の健康指標として用
いた。血液サンプルは，一晩絶食した後，訓練を
受けた看護師によって各対象者から採取された。
分布が歪んでいるため，腹囲，血糖値，中性脂肪，
HDLの測定値は対数変換した。標準化（zスコア
化）した log腹囲，収縮期血圧と拡張期血圧の平
均値，log中性脂肪，log HDL（正負を反転），log

血糖値の平均値を用いて cardiometabolic risk score

（CmRS）を算出した23）。腹囲と HDLは性別に標
準化した。CmRSが高いことは心血管代謝系の健
康状態が不良であることを示す24）。本研究では，
CmRSと心血管代謝系の各指標をそれぞれ主要ア
ウトカムと副次的アウトカムとした。
　 3．その他の変数
　分析に先立ち臨床的な知見と先行研究7,10）に基
づいて潜在的な交絡因子を選択し，曝露（身体行
動）またはアウトカム（心血管代謝系の健康）に影
響を及ぼすと考えられる変数を共変量として使用
した25）。これらの共変量には，年齢，性別，教育
年数，暮らし向き，配偶者の有無，アルコール摂
取量，喫煙習慣，野菜の摂取頻度， 1週間当たり
の平均残業時間，降圧剤・糖尿病治療薬・脂質異
常症治療薬などの服薬状況が含まれた。更に，参
加者の特性を把握するために，職位と雇用形態に
ついても調査した。データは自記式質問票を用い
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て収集された。参加者の暮らし向きは次の質問で
調査した：「あなたの世帯の暮らし向きは，次の
4つのうち，どれに最も当てはまりますか？（選
択肢：大変苦しい，やや苦しい，ややゆとりがあ
る，大変ゆとりがある）」。対象者の 1 日のアル
コール摂取量は，アルコール摂取頻度と飲料の種
類ごとの摂取量を用いて算出した。野菜の摂取頻
度については，「ほとんど食べない」「 1週間に数
回」「 2日に 1回」「 1日に 1回」「 1日に 2回」
「 1日に 3回以上」の 6段階での回答を求めた。ま
た，対象者は 1週間の平均残業時間（連続値）につ
いても回答した。なお，フリーランスなどの働き
方のために残業時間を計算できない場合は，該当
なしと回答するよう指示した。対象者は雇用形態
について，正社員，契約・派遣，パートタイム，
自営業，その他から選択するように求められた。
職位を評価するために，対象者は以下の職種のな
かから 1 つを選んで回答し，管理職と非管理職
（一般スタッフ）に分類された：管理職，事務職，
専門職／／技術職，販売／／サービス職，その他。
Ｃ．統計解析

　すべての統計解析は，R ver.4.0.2（R Foundation 

for Statistical Computing, Vienna, Austria）を用いて
行った。統計的有意水準は P < 0.05とした。本研
究では先行研究 7）と同様に，“Compositions”，
“robCompositions”，“zCompositions”という Rパッ
ケージを用いて CoDAを実施した。
　 6人の勤労者は非勤務日に MVPAを行ってい
なかったため，log-ratio expectation-maximization

アルゴリズムにより，これらにゼロを代入した26）。
3つのドメインにおける時間利用はそれぞれ以下
の行動で構成された：勤務時間（SB，LPA，
MVPA），非勤務時間（SB，LPA，MVPA，睡眠），
非勤務日（SB，LPA，MVPA，睡眠）。これらの時
間利用構成を pivot coordinate representationという
手法に基づいて isometric log-ratio（ilr）変換した。
具体的には，最初の coordinate（ilr1）が残りのすべ
ての行動に対する組成の最初の部分（SB，LPA，
MVPAのいずれか）を表すように，ilr-coordinates

を作成した。この変換を繰り返すことで，各ドメ

インの行動組成から 3 つの ilr-coordinate systems

が得られた。それぞれの coordinate systemsの ilr1

は，各ドメインにおける残りすべての行動に対す
るある行動（SB，LPAまたは MVPA）の相対的な
重要度を示している。
Ｄ．主解析

　CoDAを用いた先行研究7,10,11）に従い，CoDAに
よる重回帰分析を行い，身体行動と心血管代謝系
の健康との関連性を検討した。非標準化回帰係数
と95％信頼区間（confidence interval: CI）を算出し
た。回帰モデルでは，心血管代謝系の健康アウト
カムと各ドメインにおける身体行動（ilr変換後）
をそれぞれ従属変数と独立変数とし，モデル 1で
はこれらの変数と年齢（連続変数），性別（男性／／女
性）を含めた。モデル 2 では，教育年数（連続変
数），log腹囲（連続変数；CmRSと腹囲以外のア
ウトカムに限る），暮らし向き（大変苦しい・苦し
い／／ゆとりがある・大変ゆとりがある），配偶者の
有無（あり／／なし），喫煙習慣（全くない・やめた／／
喫煙中），アルコール摂取量（全くない／／ 1 日20 g

未満／／ 1日20 g以上），野菜摂取頻度（ 1日 1回未
満／／ 1日 1回／／ 1日 2回以上），残業時間（該当なし
／／週10時間未満／／週10時間以上），服薬（あり／／なし），
他のドメインの身体行動時間（ilr変換後）で更に
調整した。つまり，モデル 2ではすべてのドメイ
ンの身体行動を単一の回帰モデルに同時に含めた
（勤務日と非勤務日の睡眠時間に関する情報も含
まれている）。すべてのカテゴリー変数はダミー
変数として扱った。すべてのモデルにおいて
variance inflation factorが 5以下であったため，多
重共線性の可能性は低いと判断された27）。本研究
の主たる関心は，各ドメイン内のその他すべての
行動に対するある行動時間の比であるため，SB，
LPA，MVPAの最初の ilr-coordinateに関する結果
を示した。CoDAでは対数比変換された行動時間
の回帰係数を直接／／単独で解釈することが困難で
ある28）。従来の回帰分析のように，その回帰係数
を「SBや PAが 1分増えた場合のアウトカム 1単
位の変化」と解釈することはできない。
　そこで，回帰分析の結果を公衆衛生上の実践に
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つながる有意義な形で解釈するために，各身体行
動の時間と心血管代謝系の健康指標の間に有意な
関連性が確認された場合，モデル 2 に基づいて
CoDAによる isotemporal substitutionを行った。こ
の分析では， 1対 1の行動時間の置き換えによる
心血管代謝系の健康指標の変化量を推定した。具
体的には，残りの行動時間（例：MVPAや睡眠）を
一定に保ったまま，10分から60分までの時間を，
ある行動（例：SB）から別の行動（例：LPA）に割り
当てた。推定値は10分刻みで最大60分まで算出し
た（MVPAの時間を別の行動に置き換える場合は，
組成平均までとした［勤務時間：21.5分，非勤務
時間：59.7分，非勤務日：59.3分］）。
Ｅ．感度分析

　就業規則に基づいて勤務時間を定義すると，残
業時間を十分に考慮できないために，本研究では
対象者の勤務時間を過小評価してしまっている可
能性がある。そこで，勤務時間の定義を変更した
場合の主解析の結果への影響を確認するために，
感度分析を行った。本研究における 1週間の残業
時間の中央値は 5時間であった（ 1日 1時間に相
当）。そこで，感度分析では勤務時間を 9時から
18時（ 1時間延長）と再定義し，身体行動と CmRS

の関連性を検討した。

結　果

Ａ．対象者の選定と記述統計量

　1696人の適格者のうち，438人が解析から除外
された。除外の理由は，加速度計や睡眠に関する
無効または欠測したデータ（n = 317），身体行動
データの異常値（例：平均睡眠時間が 1時間未満，
SBや LPAが 1日 0分）（n = 10），共変量データ
の欠測（n = 111）であった。よって，1258人のオ
フィスワーカーが最終的な分析に含まれた。表 1

に研究対象者の特性を示した。平均年齢は49.1±
8.3歳，59.5％が女性勤労者，平均教育年数は15.0

年（専門大学卒に相当），ほとんどが正社員であっ
た。
　表 2では研究対象者における身体行動の特性を
示した。対象者は，勤務日で平均11.0 ± 4.6日，

非勤務日で平均3.7 ± 2.3日の有効データを有して
いた。加速度計の平均装着時間は，勤務時間が
467.7 ± 26.6分，非勤務時間が468.6 ± 117.2分，非
勤務日が848.3 ± 135.3分であった。勤務日および
非勤務日ともに，覚醒時間に占める割合が最も大
きいのは SB であり，勤務時間中で最も顕著で
あった（72.2％）。勤務時間中と比較して，MVPA

と LPAは，それぞれ非勤務時間と非勤務日でよ
り多くみられた。
Ｂ．主解析の結果

　モデル 1では，すべてのドメインで各行動と心
血管代謝系の健康指標の間に統計的に有意な関連
が認められたが，モデル 2ではこれらの関連性の
多くが不鮮明になった（補足表 1～3）。図 1では，
モデル 2における身体行動と心血管代謝系の健康
指標の関連性に対する非標準化回帰係数と95％
CIを示した。非勤務時間中では，SBや PAと心
血管代謝系の健康指標の有意な関連性が確認され
た。SB 時間は，CmRS（β = 0.18，95％ CI = 0.03，
0.32）や log 中性脂肪（β = 0.14，95％ CI = 0.02，
0.26），LPA 時間は CmRS（β = 0.16，95％ CI = 

0.31，0.02）や拡張期血圧（β = 2.48，95％ CI 

= 4.87，0.09），MVPA時間は log HDL（β = 0.05，
95％ CI = 0.02，0.08）や log中性脂肪（β = 0.11，
95％ CI = 0.18，0.04）と関連した。勤務時間中
では，身体行動と 2つの心血管代謝系の健康指標
の間に関連性が確認された。SBは log HDL（β = 

0.04，95％ CI = 0.06，0.01）と，LPA は拡張
期血圧（β = 1.61，95％ CI = 0.02，3.19）と有害的
な関連性を示した。非勤務日では，SBや PAと
心血管代謝系の健康指標の間に有意な関連性は認
められなかった。
　興味深いことに，他の行動時間と比較して，勤
務時間中の LPA時間が長いことは拡張期血圧と
有害的に関連したが，非勤務時間中の LPA時間
は有益的に関連していた。統計的有意性は確認さ
れなかったが，このような LPAの相反する関連
は収縮期血圧に対しても観察された（勤務時間：β 

= 1.59，95％ CI = 0.60，3.78，非勤務時間：β = 

2.15，95％ CI = 5.45，1.15）。
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表 1．研究対象者の基本属性

変数 n = 1258

人口統計学的データ
　平均値（SD）年齢，歳  49.1（8.3）
　性別
　　女性  748（59.5%）
　　男性  510（40.5%）
　暮らし向き
　　ゆとりがある／／大変ゆとりがある  895（71.1%）
　　苦しい／／大変苦しい  363（28.9%）
　平均値（SD）教育年数，年  15.0（1.7）
　配偶者の有無
　　あり  857（68.1%）
　　なし  401（31.9%）
　アルコール摂取量
　　全くない  215（17.1%）
　　 1日20 g未満  760（60.4%）
　　 1日20 g以上  283（22.5%）
　喫煙習慣
　　喫煙中  162（12.9%）
　　全くない／／やめた 1096（87.1%）
　野菜摂取頻度
　　 1日1回未満  341（27.1%）
　　 1日 1回  499（39.7%）
　　 1日 2回以上  418（33.2%）
　雇用形態 *
　　正社員  934（74.7%）
　　その他  316（25.3%）
　職位
　　管理職  293（23.3%）
　　一般スタッフ  965（76.7%）
　 1週間の平均残業時間
　　該当なし（例：フリーランス）   39（3.1%）
　　10時間未満  866（68.8%）
　　10時間以上  353（28.1%）
　降圧剤の服用
　　あり  154（12.2%）
　　なし 1104（87.8%）
　脂質異常症治療薬の服用
　　あり  104（8.3%）
　　なし 1154（91.7%）
　糖尿病治療薬の服用
　　あり   25（2.0%）
　　なし 1233（98.0%）
心血管代謝系の健康指標
　中央値（最小値－最大値）腹囲，cm  81.8（57.3 - 128.0）
　中央値（最小値－最大値）拡張期血圧，mmHg  73.0（41.0 - 109.0）
　中央値（最小値－最大値）収縮期血圧，mmHg 114.0（77.0 - 173.0）
　中央値（最小値－最大値）中性脂肪，mg/dl   75.0（16.0 - 1164.0）
　中央値（最小値－最大値）高比重リポタンパク，mg/dl  65.0（29.0 - 168.0）
　中央値（最小値－最大値）空腹時血糖値，mg/dl  93.0（64.0 - 235.0）

SD：standard deviation（標準偏差）。*n＝1250
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　CoDAによる isotemporal substitutionモデルの結
果，非勤務時間中に SBから LPAに時間を割り
当てることは，CmRSの好ましい変化と有意に関
連していた（図 2）。例えば， 1 日30分の SB を
LPAに置き換えることは CmRSが0.03減少するこ
とと関連していた（95％CI = 0.06，0.01；
13.2％の減少に相当）。各副次的アウトカムの結
果は補足図 1～3に示した。中性脂肪において（補
足図 1），非勤務時間に30分の SBを MVPAに再
配分することは 3.16 mg/dl（95％ CI = 4.84，
1.43）の減少と関連し，反対方向の時間の置換は

5.26 mg/dl（95％ CI = 2.17，8.48）の増加と関連した。
また，同様の結果は非勤務時間中の行動と HDL

の関連性においても確認された（補足図 2）。拡張
期血圧において（補足図 3），勤務時間中に30分の
SBを LPAに置き換えることは0.39 mmHgの増加
（95％CI = 0.00，0.77）と関連したが，非勤務時間
中のこうした行動時間の置換は0.47 mmHgの減
少（95％CI = 0.90，0.05）と関連していた。
　労働時間を午前 9時から午後 6時までと再定義
した感度分析でも，これらの関連性の大きさと方
向性が同様であることを確認した（補足表 4）。

表 2．対象者の身体行動の特徴

変数 平均値（SD）

加速度計で評価した情報
　装着日数，日
　　勤務日   11.0 （4.6）
　　非勤務日    3.7 （2.3）
　装着時間，分 /日 a

　　勤務日
　　　勤務時間（9:00-17:00）  467.7 （26.6）
　　　非勤務時間  468.6 （117.2）
　　非勤務日  848.3 （135.3）
平均値（％）b時間利用構成，分／／日
　勤務日
　　勤務時間（9:00-17:00） 覚醒時間に占める割合 a

　　　SB  346.4 （72.2） 72.2%

　　　LPA  112.0 （23.3） 23.3%

　　　MVPA   21.5 （4.5）  4.5%

　　非勤務時間
　　　SB  389.1 （40.5） 62.5%

　　　LPA  173.5 （18.1） 27.9%

　　　MVPA   59.7 （6.2）  9.6%

　　　睡眠  337.7 （35.2）
　非勤務日
　　　SB  632.8 （43.9） 62.4%

　　　LPA  321.9 （22.4） 31.7%

　　　MVPA   59.3 （4.1）  5.8%

　　　睡眠  426 （29.6）

SD：standard deviation（標準偏差），SB：sedentary behavior（座位行動），LPA：light-
intensity physical activity（低 強 度 身 体 活 動），MVPA：moderate- to vigorous-intensity 
physical activity（中高強度身体活動）
a：これらの変数は SB，LPA，MVPAの時間のみを含む。
b：時間利用構成は24時間に標準化した幾何平均として示した。括弧内にそれぞれの
幾何平均をパーセント単位で示した。
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考　察

　本研究は， 1日の時間使用の組成的な性質を適
切に考慮するために CoDAを用いて，オフィス
ワーカーにおけるドメイン別の PAや SBと心血
管代謝系の健康指標の関連性を検証した初めての
研究である。本研究で得られた主な知見は次のと
おりである： 1）行動と心血管代謝系の健康の有
意な関連性は主に勤務日の非勤務時間に認められ
た。 2）SBは心血管代謝系の健康と有害に関連し
た一方，LPA や MVPA は有益的に関連した。
3）LPAは非勤務時間には血圧と有益的に関連し，
勤務時間では有害的に関連した。
　CoDAまたは非 CoDAによる isotemporal substi-

tutionモデルを用いた先行研究では，不特定領域

における LPAや MVPAがさまざまな心血管代謝
系の健康指標と良好な関連を示すことがわかって
いる7,10,29）。しかし，本研究から，身体行動と心
血管代謝系の健康指標の関連性がドメインによっ
て異なることが明らかになった。本研究は先行研
究を発展させ，オフィスワーカーにおいて心血管
代謝系の健康は，勤務時間中や非勤務日よりも非
勤務時間中の行動との関連性がより明確であるこ
とを示した。本研究における非勤務時間の PAと
心血管代謝系の健康の強い関連性は，このドメイ
ンに含まれる活動によって説明できる可能性があ
る。非労働時間の典型的な LPAと MVPAとして，
それぞれ家事の PAや運動があり，これらは心血
管代謝系の健康の向上と関連すると考えられてい
る30-32）。

図 1．身体行動と心血管代謝系の健康の関連性
モデルは，年齢，性別，教育年数，log腹囲（CmRSと腹囲を除くアウトカムのみ），暮らし向き，配偶者の有無，
喫煙習慣，アルコール摂取量，野菜摂取頻度，1週間の残業時間，服薬（降圧剤・糖尿病治療薬・脂質異常症治
療薬），他のドメインで身体行動に費やした時間で調整した。
CmRS：cardiometabolic risk score，HDL：high-density lipoprotein cholesterol（高比重リポタンパク），LPA：light-
intensity physical activity（低強度身体活動），MVPA：moderate- to vigorous-intensity physical activity（中高強度身体活
動），SB：sedentary behavior（座位行動）
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　本研究における非勤務時間の活動とそれに対応
する PA 強度33）を考慮すると，このドメインの
MVPAには駅までの歩行や階段の昇降などの活
動が含まれ，LPAには駅でのゆっくりした歩行
や電車内で立つことなどの活動が含まれていると
考えられる。日本の首都圏に住む勤労者は 1日平
均約80分を通勤に費やしており34），一定量の活動
を行っていることになる。このようなアクティブ
な通勤は，心血管代謝系の健康の改善や心血管疾
患の予防に有効であることが報告されている35）。
　仕事中の身体行動と心血管代謝系の健康の関連
性が弱いことは，対象者の職場環境の視点から部
分的に説明できる可能性がある。オフィスワー
カーの場合，営業・サービス職と比較すると，時
間や空間が制限されていることや座り仕事が中心
であることから，仕事の PAの量（時間×強度）が
限られている。したがって，研究対象者間の PA

のばらつきが小さいと想定される。一方，非勤務
日の身体行動と心血管代謝系の健康の良好な関連
性は弱く，共変量を増やしたモデル 2では統計的
な有意性はなくなった。先行研究では，週末戦士

と呼ばれる，数日間で 1週間の PAのほとんどを
蓄積する活動パターンであっても，健康アウトカ
ムに好効果をもたらすことが報告されている36）。
したがって，週 2日しか蓄積されない非勤務日の
身体行動であっても，心血管代謝系の健康と正の
関連性があると想定される。このように関連性が
弱い理由として，非勤務日の身体行動の特徴と計
測期間が考えられる。非勤務日の身体行動は勤務
日のものよりも多様であり，対象者はこの時間を
通常の生活習慣とは異なる様相で過ごしていた可
能性がある（例：心血管代謝系の健康状態が不良
な勤労者がたまたま活動的な週末を過ごした）。
観察期間中（平均3.7日の非勤務日）に対象者の一
般的な時間の使い方を反映していないデータが混
ざることで，関連性が弱まった可能性がある。
　非勤務時間において，SBは CmRSと中性脂肪
に対して有害的に関連し，LPAと MVPAはそれ
ぞれ CmRSと拡張期血圧，脂質代謝指標と有益
的に関連した。これらの結果は，不特定領域にお
ける LPAや MVPAと腹囲，中性脂肪，HDL，血
漿グルコース値などの心血管代謝系アウトカムの
良好な関連性を示した，CoDAを用いた先行研究
の結果と同様である7-10）。系統的レビューとメタ
分析では，LPAへ時間を割り当てたときよりも，
SBからMVPAへ時間を割り当てたときのほうが
心血管代謝系の健康との関連性が強いことが示唆
されている。本研究では，非勤務時間中のMVPA

と脂質代謝の関連性においてのみ，これらの知見
が再現された。一方，非勤務時間中の MVPAと
心血管代謝系の総合的な健康状態を示す CmRS

との関連は，統計的に有意なものではなく，LPA

のそれよりも弱かった。この相違は，研究対象者
（オフィスワーカーと一般成人）によって説明でき
ると考えられる。本研究対象者における勤務日の
SB時間（平均約12時間）は，一般成人を対象とし
た先行研究7,10）よりも長く，日々の SBに対する
行動指針の目安（ 8時間）よりもはるかに高い37）。
こうした座りがちな勤労者において，互いに強く
関係し合っている SBと LPAの時間7）は，ともに
CmRSと有意に関連していた。しかし，SBとの

図 2． 2 つの身体行動を一定時間置換した場合の
CmRSの予測変化量（残りの行動時間は組成平均で固
定）
解析はモデル 2 に基づいて実施した。最初の
ilr-coordinateとアウトカムの有意な関連性が確認された
再分配のパターンのみを示す。
CmRS：cardiometabolic risk score，ilr：isometric log-ratio，
LPA：light-intensity physical activity（低強度身体活動），
MVPA：moderate- to vigorous-intensity physical activity（中
高強度身体活動），SB：sedentary behavior（座位行動）
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共依存性が弱い MVPA時間7）と CmRSの関連性
は弱かった。したがって，座りがちな勤労者の心
血管代謝系の健康状態を改善するためには， 1日
のうち数％しかない MVPAを増やすよりも，健
康に悪影響を及ぼすレベルに達している SBを減
らすことが重要であると考えられる。今後の研究
では，SBのレベルによって PAと心血管代謝系
の健康の関連性が異なるかどうかを検討する必要
がある。
　CoDAを用いて一般成人における行動と心血管
代謝系の健康の関連性を検討した先行研究と同様
に，本研究では脂質代謝マーカーの予測変化量は
MVPAを増加させるよりも，同量減少させたと
きのほうが大きかった（例えば，30分／／非勤務時間
の置き換えによる中性脂肪の予測変化量：SBか
ら MVPA = 3.16 mg/dl，MVPA から SB = 5.26 

mg/dl）。したがって，オフィスワーカーの脂質代
謝を管理するためには，平日の非勤務時間におけ
るMVPAを増やすことだけでなく，MVPAを SB

に置き換えないことにも焦点を当てる必要がある。
収縮期血圧については統計的な有意性が認められ
なかったが，非勤務時間中の LPAが血圧と有益
な関連性を示した一方で，勤務時間中の LPAで
は有害な関連性を示した。このような関連性は
PA health paradoxを示唆している38）。本研究と研
究方法が類似した先行研究では，ブルーカラー勤
労者における身体行動と血圧のドメイン特異的な
関連性を報告している11）。この研究では，関連性
が弱い仕事中の LPAとは対照的に，非勤務時間
中の LPAを他の行動時間に再配分することは，
臨床的に重要な収縮期血圧の低下と関連すること
を発見した。先行研究とは異なり本研究では，仕
事中の LPAと仕事以外の LPAの血圧に対する逆
の関連性がより顕著であった。本研究における仕
事中の LPAと血圧の不良な関連性は，PA health 

paradoxの潜在的なメカニズムに対するいくつか
の仮説によって説明できる可能性がある38）。例え
ば，余暇の PAと比較して，仕事の PAは低強度，
長時間，低裁量の活動であり，休息が不十分であ
るという特徴がある。これらの特徴は，心肺機能，

心拍数，血圧，炎症に影響を与え，心血管の健康
を悪化させると考えられている。なお，これらの
仮説は主にブルーカラー勤労者を対象に開発され
たものであり，オフィスワーカーに適用できるか
どうかは不明であることに注意が必要である。別
の視点からは，仕事中の LPAは活動的な取り組
みと職業性のストレスを反映しており，心理的ス
トレスとその後の自律神経系の機能障害を通じて
血圧に悪影響を及ぼす可能性も考えられる39-41）。
本研究は，PAと血圧の関連性について，オフィ
スワーカーにおける勤務時間中の LPAは，勤務
時間外の LPAほど好ましいものではない可能性
があるという知見を追加した。この単一の横断研
究では，職場での LPAの推奨を疑問視するには
不十分であるため，このようなドメイン別の関連
性の妥当性や臨床的重要性を確認するために，今
後，CoDAを用いた縦断研究が望まれる。
　本研究にはいくつかの強みがある。本研究は，
オフィスワーカーにおけるドメイン別の身体行動
と心血管代謝系の健康の関連性について， 1日の
時間使用の共依存性を考慮しながら検討した初め
ての研究である。更に，本研究の方法論的な強み
は，日中の活動を加速度計で測定し，さまざまな
潜在的交絡因子で調整し，比較的大きなサンプル
サイズを使って分析したことである。しかし，本
研究にはいくつかの限界がある。第一に，多くの
前向き研究から心血管代謝系の健康状態に対する
PAや SBの有益または有害な効果が報告されて
いるが，本研究は横断的なデザインであるため，
因果関係を推論することができない。第二に，
我々は腰に装着する加速度計を使用したため，装
着者の姿勢の変化を正確に把握することができ
ず15），これにより SBと LPAの誤分類が起こって
いる可能性がある。第三に，対象者の勤務スケ
ジュールは就業規則に基づき評価されており，実
際の勤務日数や 1日の勤務時間を調査することは
できなかった。欠勤は頻繁に起きるものではない
と仮定され，また勤務時間を 1時間延長した場合
の感度分析でも結果の一貫性が確認されたことか
ら，本研究におけるドメインの誤分類の影響は深
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刻ではないと考えられる。今後は日記や公的な記
録を用いて対象者の勤務状況を正確に把握する研
究が望まれる。最後に，本研究におけるサンプリ
ングバイアスを否定することはできない。適格基
準を満たした対象者の25.8％が無効または欠測
データにより解析から除外された。解析に含まれ
た対象者と比較して除外された者は，男性，喫煙
者，より座りがち，野菜の摂取頻度が低いといっ
た傾向があった（補足表 5）。更に，本研究は，首
都圏に住む生命保険会社勤務のオフィスワーカー
を対象とした。彼ら／／彼女らは，より包括的な検
査を受けるために毎年の定期健診をアップグレー
ドし，そのための費用を自費で支払っていた。対
象者は，高学歴（専門学校・短大卒に相当する平
均教育年数）でフルタイム勤労者（74.7％）である
傾向があった。したがって，仕事中の身体行動と
心血管代謝系の健康の関連性は弱い，または余暇
とは相反するといった我々の知見が，職業，通勤
手段，健康状態，社会経済状態が異なる勤労者集
団においても再現されるかについては，更なる研
究が必要である。

見　解

　オフィスワーカーの心血管代謝系の健康には，
勤務時間中や非勤務日よりも非勤務時間中の PA

が重要であることが明らかになった。非勤務時間
中の SBから LPAへの時間の置き換えは，心血
管代謝系全般の好ましい変化と関連していた。ま
た，MVPAは脂質代謝の管理に重要な役割を果
たすことが示された。したがって，平日の勤務時
間外の SBを減らし PAを増やすことは，オフィ
スワーカーの心血管代謝系の健康状態を管理する
ために有効かつ効率的であると考えられる。一方，
勤務時間中の LPA は不良な血圧と関連し，PA 

paradoxの可能性が示唆された。こうした相反す
る関連性を含む本研究の結果を確認するために，
CoDAを用いた今後の縦断研究が必要である。
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補足資料

補足表 1．身体行動と CmRSおよび腹囲の関連性

身体行動 モデル

CmRS log腹囲

β
95% CI

P値 β
95% CI

P値
下限  上限 下限  上限

勤務日
勤務時間

SB モデル1 0.03 0.04  0.11 0.38 0.00 0.01  0.02 0.97

モデル2 0.00 0.08  0.08 0.98 0.01 0.02  0.01 0.40

LPA モデル1 0.03 0.11  0.06 0.52 0.01 0.03  0.01 0.23

モデル2 0.01 0.09  0.10 0.86 0.00 0.02  0.01 0.74

MVPA モデル1 0.01 0.08  0.07 0.85 0.01 0.01  0.02 0.20

モデル2 0.01 0.08  0.07 0.85 0.01 0.00  0.02 0.18

非勤務時間
SB モデル1 0.32 0.19  0.45 < 0.01 0.05 0.03  0.07 < 0.01

モデル2 0.18 0.03  0.32 0.02 0.01 0.01  0.04 0.30

LPA モデル1 0.32 0.42  0.21 < 0.01 0.06 0.08  0.04 < 0.01

モデル2 0.16 0.31  0.02 0.02 0.02 0.05  0.00 0.10

MVPA モデル1 0.05 0.14  0.04 0.26 0.01 0.01  0.03 0.25

モデル2 0.02 0.11  0.06 0.60 0.01 0.01  0.03 0.21

非勤務日
SB モデル1 0.16 0.04  0.28 0.01 0.03 0.01  0.06 < 0.01

モデル2 0.05 0.08  0.17 0.45 0.02 0.01  0.04 0.12

LPA モデル1 0.11 0.20  0.01 0.03 0.03 0.05  0.01 < 0.01

モデル2 0.04 0.13  0.06 0.46 0.02 0.04  0.00 0.07

MVPA モデル1 0.00 0.04  0.04 0.90 0.00 0.00  0.01 0.45

モデル2 0.03 0.07  0.01 0.09 0.00 0.01  0.00 0.39

最初の ilr-coordinateには，各ドメインにおける残りすべての身体行動に対するある行動のすべての情報が含まれているため，
最初の ilr-coordinateに対応する回帰係数のみを示した。
モデル 1には 1つのドメインの身体行動の情報，年齢，性別を投入した。
モデル 2には更に，教育年数，暮らし向き，配偶者の有無，喫煙習慣，アルコール摂取量，野菜摂取頻度，残業時間，服薬
状況（降圧剤，脂質異常症治療薬，糖尿病治療薬），他のドメインの身体行動の情報を投入した。
β：その他すべての行動に対するある行動の比を示した非標準化回帰係数，CmRS：cardiometabolic risk score，SB：sedentary 
behavior（座位行動），LPA：light-intensity physical activity（低強度身体活動），MVPA：moderate- to vigorous-intensity physical 
activity（中高強度身体活動），CI：confidence interval（信頼区間）
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補足表 2．身体行動と血圧の関連性

身体行動 モデル

拡張期血圧 収縮期血圧

β
95% CI

P値 β
95% CI

P値
下限  上限 下限  上限

勤務日
勤務時間

SB モデル1 0.35 1.67  0.97 0.60 0.28 2.13  1.57 0.77

モデル2 1.00 2.40  0.40 0.16 0.96 2.89  0.97 0.33

LPA モデル1 0.30 1.11  1.72 0.67 0.16 1.82  2.15 0.87

モデル2 1.61 0.02  3.19 0.05 1.59 0.60  3.78 0.15

MVPA モデル1 0.05 1.24  1.34 0.94 0.12 1.69  1.93 0.90

モデル2 0.61 1.89  0.67 0.35 0.62 2.39  1.14 0.49

非勤務時間
SB モデル1 3.62 1.38  5.87 < 0.01 4.70 1.61  7.79 < 0.01

モデル2 1.90 0.58  4.38 0.13 2.80 0.62  6.23 0.11

LPA モデル1 6.04 7.92  4.17 < 0.01 6.16 8.73  3.58 < 0.01

モデル2 2.48 4.87  0.09 0.04 2.15 5.45  1.15 0.20

MVPA モデル1 0.89 0.67  2.46 0.26 0.95 1.21  3.10 0.39

モデル2 0.92 0.53  2.38 0.21 0.95 1.06  2.96 0.36

非勤務日
SB モデル1 1.38 0.71  3.46 0.20 1.33 1.52  4.19 0.36

モデル2 0.36 2.43  1.70 0.73 1.65 4.50  1.21 0.26

LPA モデル1 1.62 3.32  0.07 0.06 1.52 3.84  0.80 0.20

モデル2 0.14 1.49  1.77 0.86 0.45 1.81  2.70 0.70

MVPA モデル1 0.28 0.41  0.97 0.43 0.07 0.88  1.01 0.89

モデル2 0.48 1.10  0.14 0.13 0.70 1.55  0.16 0.11

最初の ilr-coordinateには，各ドメインにおける残りすべての身体行動に対するある行動のすべての情報が含まれているため，
最初の ilr-coordinateに対応する回帰係数のみを示した。
モデル 1には 1つのドメインの身体行動の情報，年齢，性別を投入した。
モデル 2には更に，教育年数，log腹囲，暮らし向き，配偶者の有無，喫煙習慣，アルコール摂取量，野菜摂取頻度，残業
時間，服薬状況（降圧剤，脂質異常症治療薬，糖尿病治療薬），他のドメインの身体行動の情報を投入した。
β：その他すべての行動に対するある行動の比を示した非標準化回帰係数，SB：sedentary behavior（座位行動），LPA：light-
intensity physical activity（低強度身体活動），MVPA：moderate- to vigorous-intensity physical activity（中高強度身体活動），CI：
confidence interval（信頼区間）
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〔二次出版〕オフィスワーカーにおけるドメイン別の身体活動や座位行動と心血管代謝系の健康の関連性
補
足
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補足表 4．主解析と勤務時間の定義を 1時間延長した感度分析における身体行動と CmRSの関連性の比較

身体行動 モデル

9:0017:00（主解析） 9:0018:00（感度分析）

β
95% CI

P値 β
95% CI

P値
下限  上限 下限  上限

勤務日
　勤務時間
　　SB モデル1 0.03 0.04  0.11 0.38 0.04 0.05  0.12 0.38

モデル2 0.00 0.08  0.08 0.98 0.01 0.08  0.10 0.82

　　LPA モデル1 0.03 0.11  0.06 0.52 0.03 0.12  0.06 0.49

モデル2 0.01 0.09  0.10 0.86 0.00 0.09  0.10 0.94

　　MVPA モデル1 0.01 0.08  0.07 0.85 0.01 0.09  0.08 0.86

モデル2 0.01 0.08  0.07 0.85 0.01 0.10  0.07 0.75

　非勤務時間
　　SB モデル1 0.32 0.19  0.45 < 0.01 0.32 0.19  0.45 < 0.01

モデル2 0.18 0.03  0.32 0.02 0.16 0.02  0.31 0.02

　　LPA モデル1 0.32 0.42  0.21 < 0.01 0.32 0.42  0.21 < 0.01

モデル2 0.16 0.31  0.02 0.02 0.16 0.30  0.03 0.02

　　MVPA モデル1 0.05 0.14  0.04 0.26 0.05 0.14  0.04 0.26

モデル2 0.02 0.11  0.06 0.60 0.02 0.10  0.06 0.66

非勤務日
　　SB モデル1 0.16 0.04  0.28 0.01 0.16 0.04  0.28 0.01

モデル2 0.05 0.08  0.17 0.45 0.05 0.08  0.17 0.46

　　LPA モデル1 0.11 0.20  0.01 0.03 0.11 0.20  0.01 0.03

モデル2 0.04 0.13  0.06 0.46 0.03 0.13  0.06 0.51

　　MVPA モデル1 0.00 0.04  0.04 0.90 0.00 0.04  0.04 0.90

モデル2 0.03 0.07  0.01 0.09 0.03 0.07  0.00 0.09

最初の ilr-coordinateには，各ドメインにおける残りすべての身体行動に対するある行動のすべての情報が含まれているため，
最初の ilr-coordinateに対応する回帰係数のみを示した。
モデル 1には 1つのドメインの身体行動の情報，年齢，性別を投入した。
モデル 2には更に，教育年数，暮らし向き，配偶者の有無，喫煙習慣，アルコール摂取量，野菜摂取頻度，残業時間，服薬
状況（降圧剤，脂質異常症治療薬，糖尿病治療薬），他のドメインの身体行動の情報を投入した。
β：その他すべての行動に対するある行動の比を示した非標準化回帰係数，CmRS：cardiometabolic risk score，SB：sedentary 

behavior（座位行動），LPA：light-intensity physical activity（低強度身体活動），MVPA：moderate- to vigorous-intensity physical 

activity（中高強度身体活動），CI：confidence interval（信頼区間）
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補足表 5．欠測値のある対象者と欠測値がない対象者における特性の比較

変数
完全ケース 欠測を含むケース

P値
n n（％） n n（％）

人口統計学的データ
　年齢，歳 a 1258  49.1（8.3） 438  48.1（8.6） 0.04
　性別 1258 438 < 0.01
　　女性  748（59.5%）  221（50.5%）
　　男性  510（40.5%）  217（49.5%）
　暮らし向き 1258 422 0.69
　　ゆとりがある／／大変ゆとりがある  895（71.1%）  296（70.1%）
　　苦しい／／大変苦しい  363（28.9%）  126（29.9%）
　教育年数，年 a 1258  15.0（1.7） 406  15.2（1.7） 0.06
　配偶者の有無 1258 434 0.06
　　あり  857（68.1%）  274（63.1%）
　　なし  401（31.9%）  160（36.9%）
　アルコール摂取量 1258 436 0.30
　　全くない  215（17.1%）  81（18.6%）
　　 1日20 g未満  760（60.4%）  245（56.2%）
　　 1日20 g以上  283（22.5%）  110（25.2%）
　喫煙習慣 1258 438 < 0.01
　　喫煙中  162（12.9%）  88（20.1%）
　　全くない／／やめた  1096（87.1%）  350（79.9%）
　野菜摂取頻度 1258 435 0.02
　　 1日 1回未満  341（27.1%）  148（34.0%）
　　 1日 1回  499（39.7%）  160（36.8%）
　　 1日 2回以上  418（33.2%）  127（29.2%）
　雇用形態 1258 435 0.01
　　正社員  934（74.7%）  352（80.9%）
　　その他  316（25.3%）  83（19.1%）
　職位 1258 438 0.06
　　管理職  293（23.3%）  122（27.9%）
　　一般スタッフ  965（76.7%）  316（72.1%）
　 1週間の平均残業時間 1258 340 0.78
　　該当なし（例：フリーランス）  39（3.1%）  9（2.6%）
　　10時間未満  866（68.8%）  230（67.6%）
　　10時間以上  353（28.1%）  101（29.7%）
　降圧剤の服用 1258 438 0.17
　　あり  154（12.2%）  43（9.8%）
　　なし  1104（87.8%）  395（90.2%）
　脂質異常症治療薬の服用 1258 438 0.04
　　あり  104（8.3%）  23（5.3%）
　　なし  1154（91.7%）  415（94.7%）
　糖尿病治療薬の服用 1258 438 0.15
　　あり  25（2.0%）  14（3.2%）
　　なし  1233（98.0%）  424（96.8%）
加速度計で評価した情報 a

　装着日数，日
　　勤務日 1258  11.0（4.6） 372  9.2（4.7） < 0.01
　　非勤務日 1258  3.7（2.3） 166  3.4（2.2） 0.06
　装着時間，分／／日
　　勤務日 1258  936.2（119.2） 403  864.4（128.9） < 0.01
　　非勤務日 1258  848.3（135.3） 166  867.3（176.5） 0.18
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補足表 5．欠測値のある対象者と欠測値がない対象者における特性の比較（続き）

変数
完全ケース 欠測を含むケース

P値
n n（％） n n（％）

　身体行動，分／／日
　　勤務日の SB 1258 730.8（112.5） 366 756.7（118.1） < 0.01
　　勤務日の LPA 1258 294.0（100.3） 366 270.3（103.6） < 0.01
　　勤務日のMVPA 1258 81.5（26.8） 366 82.6（34.2） 0.57
　　勤務日の睡眠 1258 333.7（55.7） 360 335.6（57.7） 0.56
　　非勤務日の SB 1258 621.3（135.7） 146 654.8（175.9） 0.03
　　非勤務日の LPA 1258 328.7（108.4） 145 321.0（115.2） 0.44
　　非勤務日のMVPA 1258 75.4（51.2） 146 74.7（54.1） 0.88
　　非勤務日の睡眠 1258 414.7（71.3） 137 416.7（84.5） 0.79
心血管代謝系の健康指標 b

　腹囲，cm 1258 81.8（57.3128.0） 438 82.0（61.0120.0） 0.26
　拡張期血圧，mmHg 1258 114.0（77.0173.0） 438 114.0（81.0189.0） 0.57
　収縮期血圧，mmHg 1258 73.0（41.0109.0） 438 73.0（44.0118.0） 0.87
　中性脂肪，mg/dl 1258 75.0（16.01164.0） 438 78.0（20.0762.0） 0.08
　高比重リポタンパク，mg/dl 1258 65.0（29.0168.0） 438 64.0（35.0161.0） 0.38
　空腹時血糖値，mg/dl 1258 93.0（64.0235.0） 438 93.0（70.0231.0） 0.12

a：数値は平均値と標準偏差を示す，b：数値は中央値，最小値，最大値を示す。
心血管代謝系の健康指標，その他の連続変数，カテゴリー変数に対してそれぞれ，ウィルコクソンの順位和検定，ウェルチ
の t検定，カイ二乗検定を実施した。
SB：sedentary behavior（座位行動），LPA：light-intensity physical activity（低強度身体活動），MVPA：moderate- to vigorous-
intensity physical activity（中高強度身体活動）
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補足図 3． 2つの身体行動を一定時間置換した場合の
拡張期血圧の予測変化量（残りの行動時間は組成平均
で固定）
解析はモデル 2に基づいて実施した。最初の ilr-coordinate

とアウトカムの有意な関連性が確認された再分配のパ
ターンのみを示す。
SB：sedentary behavior（座位行動），LPA：light-intensity 

physical activity（低強度身体活動），MVPA：moderate- to 

vigorous-intensity physical activity（中高強度身体活動）
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補足図 1． 2つの身体行動を一定時間置換した場合の
中性脂肪の予測変化量（残りの行動時間は組成平均で
固定）
解析はモデル 2に基づいて実施した。最初の ilr-coordi-

nateとアウトカムの有意な関連性が確認された再分配
のパターンのみを示す。
SB：sedentary behavior（座位行動），LPA：light-intensity 

physical activity（低強度身体活動），MVPA：moderate- to 

vigorous-intensity physical activity（中高強度身体活動）
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補足図 2． 2つの身体行動を一定時間置換した場合の
HDLの予測変化量（残りの行動時間は組成平均で固
定）

解析はモデル 2に基づいて実施した。最初の ilr-coordi-

nateとアウトカムの有意な関連性が確認された再分配
のパターンのみを示す。
HDL：high-density lipoprotein cholesterol（高比重リポタン
パク），SB：sedentary behavior（座位行動），LPA：light-

intensity physical activity（低強度身体活動），MVPA：
moderate- to vigorous-intensity physical activity（中高強度
身体活動）
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