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　冬
ふゆ

になって空
くう

気
き

中
ちゅう

の湿
しつ

度
ど

の低
てい

下
か

や冷
つめ

たい風
かぜ

によって、皮
ひ

膚
ふ

の痒
かゆ

みを感
かん

じることが多
おお

くなったりしませんか？
皮
ひ

膚
ふ

への刺
し

激
げき

は、「痒
かゆ

み」あるいは「痛
いた

み」として脳
のう

につたわりますが、痒
かゆ

みは皮
ひ

膚
ふ

の表
ひょう

皮
ひ

と真
しん

皮
ぴ

の境
さかい

目
め

近
ちか

く
にある神

しん

経
けい

の末
まっ

端
たん

から、主
おも

に「Ｃ
シー

-線
せん

維
い

（細
ほそ

く、伝
でんたつ

達速
そく

度
ど

が遅
おそ

い神
しんけい

経で痒
かゆ

みを伝
つた

える）」によって脳
のう

へ伝
でん

達
たつ

さ
れて「痒

かゆ

み」と認
にんしき

識されます。例
たと

えば、痒
かゆ

みを引
ひ

き起
お

こす物
ぶっ

質
しつ

のひとつである「ヒスタミン」が神
しん

経
けい

に働
はたら

く
と脳

のう

で痒
かゆ

いと感
かん

じるのです。

　痒
かゆ

い所を掻
か

くと気
き も

持ちがいいものですが、掻
か

きすぎたり、強
つよ

く掻
か

いたりすると、皮
ひ

膚
ふ

の防
ぼうぎょ

御機
き

能
のう

が低
てい

下
か

し
たり皮

ひ

膚
ふ

の水
すいぶん

分が失
うしな

われてしまって、乾
かん

燥
そう

肌
はだ

（ドライスキン）の原
げんいん

因になることもあります。乾
かん

燥
そう

肌
はだ

は、衣
い

服
ふく

とこすれる刺
し

激
げき

など少
すこ

しの刺
し

激
げき

にも敏
びんかん

感に痒
かゆ

みを感
かん

じるようになり、いったん痒
かゆ

いところを掻
か

きはじめる
と、色

いろいろ

々な炎
えん

症
しょう

を引
ひ

き起
お

こす物
ぶっ

質
しつ

が放
ほう

出
しゅつ

されて、広
ひろ

い範
はん

囲
い

までかゆくなってきて皮
ひ

膚
ふ

の炎
えん

症
しょう

が悪
あっ

化
か

してしま
います。
　皮

ひ

膚
ふ

の痒
かゆ

みの原
げん

因
いん

は乾
かん

燥
そう

肌
はだ

以
い

外
がい

にも考
かんが

えられるため、薬
やくざい

剤師
し

に相
そうだん

談したり、症
しょうじょう

状が深
しん

刻
こく

な場
ば

合
あい

は医
い

師
し

の診
しん

断
だん

を受
う

けるようにしましょう。

　静
せいでん

電気
き

は、湿
しつ

度
ど

20％以下、気
き

温
おん

20℃以
い か

下になると発
はっ

生
せい

しやすいといわれています。
　静

せいでん

電気
き

をためやすい人
ひと

の肌
はだ

は、肌
はだ

の水
すいぶん

分量
りょう

が不
ふ

足
そく

している乾
かん

燥
そう

肌
はだ

であるといわれています。特
とく

に、冬
ふゆ

場
ば

は
空
くう

気
き

中
ちゅう

の水
すいぶん

分が少
すく

ないため放
ほう

電
でん

が進
すす

みにくくなるため、静
せいでん

電気
き

が体
からだ

にたまりやすくなっています。
　他

ほか

にも体
たいちょう

調等
とう

にも因
よ

りますが予
よ

防
ぼう

としては、衣
い

類
るい

の素
そ

材
ざい

選
えら

び（プラスに帯
たい

電
でん

しやすいもの、マイナスに帯
たい

電
でん

しやすいもの）など性
せいしつ

質の似
に

通
かよ

った素
そ

材
ざい

や天
てんねん

然の繊
せん

維
い

（綿
めん

、絹
きぬ

、麻
あさ

）などを組
く

み合
あ

わせて身
み

に着
つ

ける、運
うん

動
どう

の励
れいこう

行、食
しょくじ

事の栄
えい

養
よう

バランス、なども考
かんが

えてみましょう。
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❖❖❖❖乾
かん

燥
そう

肌
はだ

と静
せい

電
でん

気
き

❖❖❖❖

◆パチッ❖❖❖静
せいでん

電気
き

◆かゆい❖❖❖皮
ひ ふ

膚の乾
かんそう

燥

◆皮
ひ ふ

膚が傷
きず

つき感
かんせん

染しやすくなってしまうので、爪
つめ

で掻
か

き壊
こわ

してはいけません

真皮

表皮
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別べ
っ

府ぷ

の
西せ

い

部ぶ

に
館や

か
た

を
構か

ま

え
「
西に

し

別べ
っ

府ぷ

氏し

」
を
名な

の乗
っ
た
と
い
う
伝で

ん
し
ょ
う承

が
あ
り
ま
す
。

　

現げ
ん

在ざ
い

、「
別べ

っ

府ぷ

城じ
ょ
う

跡あ
と

」
は
東ひ

が
し

別べ
っ

府ぷ

神じ
ん

社じ
ゃ

に
あ
り
、
周し

ゅ
う
い囲

に
は
土ど

塁る
い

と
堀ほ

り

が
残の

こ

さ
れ
て
い
ま
す
。
西に

し

別べ
っ

府ぷ

の
安あ

ん

楽ら
く

寺じ

に
は
別べ

っ

府ぷ

氏し

の
墓は

か

が

あ
り
、「
九く

品ほ
ん

仏ぶ
つ

」
と
い
う
貴き

ち
ょ
う重

な
仏ぶ
つ

像ぞ
う

が
安あ

ん

置ち

さ
れ
て
い
ま
す
。

明め
い

治じ

22
年ね

ん

（
１
８
８
９
）、
東ひ

が
し

別べ
っ

府ぷ

村む
ら

と
西に

し

別べ
っ

府ぷ

村む
ら

と
下し

も

増ま
す

田だ

村む
ら

が
合が

っ
ぺ
い併

し
て
別べ

っ

府ぷ

村む
ら

と
な
り
、

昭し
ょ
う

和わ

29
年ね

ん

（
１
９
５
４
）
11
月が

つ

、

熊く
ま
が
や谷
市し

と
合が

っ
ぺ
い併
し
ま
し
た
。

　

別べ
っ

府ぷ

と
い
う
地ち

名め
い

は
長な

が

い
歴れ

き

史し

の
中な

か

で
引ひ

き
継つ

が
れ
て
き
た
郷き

ょ
う
ど土

の
貴き
ち
ょ
う重
な
遺い

産さ
ん

で
す
。

熊く
ま
が
や谷
市し

立り
つ

江こ
う
な
ん南
文ぶ

ん

化か

財ざ
い

セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　

 

山や
ま
し
た下　

祐ゆ
う

樹き

系け
い

図ず

』
に
よ
る
と
、
平へ

い
あ
ん安

時じ

代だ
い

末ま
っ

期き

、
成な

り

田た

氏し

の
成な

り

田た

助す
け

高た
か

の
次じ

男な
ん

で
あ
る
行ゆ

き

隆た
か

が
別べ

っ

府ぷ

の
地ち

を
支し

配は
い

し
別べ

っ

府ぷ

氏し

を
名な

乗の

っ
た
の
が
始は

じ

ま

り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
行ゆ

き

隆た
か

の
長ち

ょ
う
な
ん男

で
あ
る
義よ

し

行ゆ
き

が
別べ

つ

府ぷ

の
東と

う

部ぶ

に
居き

ょ
じ
ゅ
う住
し
、「
東ひ

が
し

別べ
っ

府ぷ

氏し

」
と
な
り
、
次じ

男な
ん

の
行ゆ

き

助す
け

が

　

熊く
ま
が
や谷
市し

と
深ふ

か

谷や

市し

と
の
境き

ょ
う
か
い界

周し
ゅ
う
へ
ん辺
に
は
国く

に

指し

定て
い

史し

跡せ
き

「
幡は

羅ら

官か
ん

衙が

遺い

跡せ
き

群ぐ
ん

」
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ

に
は
西に
し

別べ
っ

府ぷ

遺い

跡せ
き

、
西に

し

別べ
っ

府ぷ

祭さ
い

祀し

遺い

跡せ
き

、
西に

し

別べ
っ

府ぷ

廃は
い

寺じ

遺い

跡せ
き

と
い
う

「
別べ
っ

府ぷ

」
の
名な

が
付つ

く
３
つ
の
遺い

跡せ
き

が
含ふ

く

ま
れ
て
い
ま
す
。
発は

っ
く
つ掘
調ち

ょ
う
さ査

に
よ
っ
て
、
こ
の
遺い

跡せ
き

に
は
、
７
世せ

い

紀き

後こ
う

半は
ん

か
ら
11
世せ

い

紀き

前ぜ
ん

半は
ん

の
「
郡ぐ

う

家け

」
と
呼よ

ば
れ
る
郡ぐ

ん

役や
く
し
ょ所

の
跡あ

と

で

あ
る
こ
と
が
確か
く
に
ん認

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

語ご

源げ
ん

の
有ゆ

う
り
ょ
く
せ
つ

力
説
と
し
て
、
国く

に

の

中ち
ゅ
う

心し
ん

的て
き

な
機き

関か
ん

「
国こ

く

府ふ

」
を
支さ

さ

え

る
役や
く

所し
ょ

が
こ
の
地ち

に
置お

か
れ
、
別べ

つ

の
「
府ふ

」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
別べ

っ

府ぷ

の
地ち

名め
い

に
な
っ
た
と
考

か
ん
が
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
遺い

跡せ
き

の
存そ

ん
ざ
い在

は
こ
の

こ
と
を
明あ
き

ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

（『
埼さ
い

玉た
ま

県け
ん

史し

』
ほ
か
）

　

一い
っ
ぽ
う方
で
、
別べ

っ

府ぷ

は
、「
別べ

つ

符ふ

」
の

転て
ん

化か

と
い
う
説せ

つ

も
あ
り
ま
す
。「
別べ

つ

符ふ

」
と
は
飛あ

す
か鳥
・
奈な

ら良
時じ

代だ
い

に
制せ

い

定て
い

さ
れ
た
国こ

く
な
い内

初は
つ

の
法ほ

う

律り
つ

「
大た

い

宝ほ
う

律り
つ
り
ょ
う令
」
の
中な

か

で
、
田た

畑は
た

な
ど
の
土と

地ち

制せ
い

度ど

に
つ
い
て
示し

め

し
た
部ぶ

分ぶ
ん

の

こ
と
で
、
こ
れ
に
基も
と

づ
い
た
土と

地ち

が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
名な

付づ

け
ら
れ

た
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
土と

地ち

開か
い

拓た
く

に
関か

ん

連れ
ん

し
て
「
別べ

っ

府ぷ

」
と
い

う
地ち

名め
い

が
付つ

い
た
と
い
う
説せ

つ

に
は
、

民み
ん

俗ぞ
く

学が
く

者し
ゃ

・
柳や

な
ぎ

田た

國く
に

男お

な
ど
の

研け
ん
き
ゅ
う究

が
あ
り
ま
す
。（『
埼さ

い

玉た
ま

県け
ん

地ち

名め
い

誌し

』
ほ
か
）

　

そ
の
他ほ
か

、
ア
イ
ヌ
語ご

を
起き

源げ
ん

と
す
る
興き

ょ
う

味み

深ぶ
か

い
説せ

つ

が
あ
り
ま

す
。
ア
イ
ヌ
語ご

で
水み

ず

の
溜た

ま
り
場ば

を
意い

味み

す
る
「
Ｐペ

ペ

ッ

プ

ｅ
ｐ
ｅ
ｐ
ｕ
」
ま

た
は
、
川か
わ

の
入い

り

口ぐ
ち

を
意い

味み

す
る

「
Ｂベ

ッ

プ

ト

ゥ

ｅ
ｔ
ｐ
ｕ
ｔ
ｕ
」
が
別べ

っ

府ぷ

と
表ひ

ょ
う

記き

さ
れ
た
と
い
う
解か

い
し
ゃ
く釈

で
す
。
別べ

っ

府ぷ

地ち

域い
き

の
付ふ

近き
ん

に
は
、
荒あ

ら

川か
わ

や
利と

根ね

川が
わ

の
流り

ゅ
う

路ろ

が
あ
っ
た
ほ
か
、
大お

お

き
な
沼ぬ

ま

地ち

が
広ひ

ろ

が
り
、
現げ

ん

在ざ
い

の
別べ

っ

府ぷ

沼ぬ
ま

の
原げ

ん

形け
い

と
な
る
な
ど
、
古こ

代だ
い

か
ら
水み

ず

と
の
関か

ん

係け
い

が
深ふ

か

い
こ
と
で

知し

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

別べ
っ

府ぷ

に
は
東

ひ
が
し

別べ
っ

府ぷ

の
「
別べ

っ

府ぷ

城じ
ょ
う

」
と
西に

し

別べ
っ

府ぷ

の
「
西に

し

別べ
っ

府ぷ

館や
か
た

が

所し
ょ

在ざ
い

し
ま
し
た
。
別べ

っ

府ぷ

氏し

に
つ
い

て
は
諸し
ょ

説せ
つ

あ
り
ま
す
が
、『
成な

り

田た

氏し

幡
は ら
羅官
かん
衙
が
遺
い
跡
せき
群
ぐん
の広
ひろ
がる田

でんえんふうけい
園風景

熊
くまがや

谷の地
ち

名
めい

を味
あじ

わう

◆
「
別べ

っ

府ぷ

」
の
語ご

源げ
ん

◆ 

別べ
っ

府ぷ

氏し

の
存そ

ん
ざ
い在

－ 西
せ い

部
ぶ

編
へ ん

 －

別
べっ
府
ぷ
城
じょう
跡
あと
の土

ど
塁
るい
（東

ひがし
別
べっ
府
ぷ
神
じんじゃ
社）別

べっ
府
ぷ
氏
し
の墓
はか
（安
あんらく
楽寺

じ
）

九
く
品
ほん
仏
ぶつ
（安
あんらく
楽寺

じ
）

第
だい

1 章
しょう

「別
べっ

府
ぷ

」

幡
は ら
羅官
かん
衙
が
遺
い
跡
せき
群
ぐん
イメージ図

ず


