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化粧品を扱う人々が知っておきたい皮膚障害と化粧の有用性～臨床現場から～
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Abstract
There are various types of side effects caused by cosmetics; mostly they are believed to be not serious. Further, there are 

not a few cases at present that it is difficult to identify which ingredients in cosmetic products caused; even it was certainly 
caused by cosmetics which had been used. Table 1 shows not only the actual cases which were implemented some measures 
by MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan) under the jurisdiction of Pharmaceutical Affairs Law or JCIA 
(Japan Cosmetic Industry Association) as a representative of cosmetic industries, taking into account the cases must be 
caused by cosmetics (including quasi-drugs such as medicated cosmetics), but also covers the background and history of cos-
metics regulation under the Pharmaceutical Affairs Law in considering the safety of cosmetics.

In this article, simple consideration is done on Melanosis Faciei Feminea which has developed social problem that 
health damage is caused by cosmetics. The process in pigeonholing a part of this case is investigated from an ethologic per-
spective. Furthermore, a lawsuit on melanosis and simple description on Berlocq Dermatitis are mentioned.

Key words: melanosis faciei feminea, melanosis Riehl, dermatitis faciei feminea recidivans, lawsuit on melanosis, Berlocq 
dermatitis.

1. は じ め に

化粧品によって起きた副作用には多種多様のものがあ
るが，多くの場合は軽症であり，また，使用した化粧品
が原因であることには間違いがないとしても，化粧品中
のどの成分が原因であるかの特定が難しい事例も少なく
ない。

Table 1に示すのは，その原因が化粧品（薬用化粧品
などの医薬部外品を含む）にあったと判断されるととも
に，その発生状況から，薬事法を所管している厚生労働
省（旧厚生省，さらにその前身の旧内務省）あるいは日
本化粧品工業連合会が都度何らかの対応をとった事例で
ある 1, 2）。
ここでは，社会問題化した化粧品による健康被害の事
例である女子顔面黒皮症についての研究を歴史的にふり
かえり，言及する。またベルロック皮膚炎についても簡
単に述べる。

2. 女子顔面黒皮症（リール黒皮症）について

2–1. 歴史的考察・定義
Table 2は顔面の炎症後の色素沈着のうち組織学的色
素失調を認めるものとして報告された疾患名（固定疹な
どを除く）の一覧表である 3）。
リール黒皮症 Riehlsche Melanoseは，1917年 Riehlに
より成人男女，子どもの顔面その他に炎症症状の軽い斑
状のブロンズ色ないしチョコレート色の色素沈着と毛孔
角化を伴うものに命名され，主として内因を重視した。
その頃，Hoffmann, Habermannは主に男子労働者に見ら
れるリール黒皮症より炎症症状の強い暗紅褐色～紫褐色
の色素沈着のほかに苔癬様皮疹を伴い，はなはだしい場
合には露出部の水疱形成を認めるものに中毒性黒色皮膚
炎Melanodermitis toxica（lichenoides et bullosa）と命名し，
タール，石油の誘導物質を含む粗悪な化粧品，油脂，軟
膏等の外因を重視した。しかし Fabryはその当時，工場
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