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第1465回放送用語委員会（東京）2023年6月9日

子どもの敬称（さん・くん・ちゃん）
意味の解釈がわかれる語の扱いについて

 〔意見交換〕

第1465回放送用語委員会（2023年6月9日）で
は，以下の議題について意見交換を行った。

　 議題1 ：子どもの敬称（さん・くん（君）・ちゃん）
　 議題 2 ：意味の解釈がわかれる語
 　　　　「煮詰まる」「さわり」「ジンクス」注）

当日の議論の内容は，『NHKことばのハンドブッ
ク（第2版）』（現行版）をもとに現在作成を進めて
いる新しいハンドブックに反映させる予定である。

議題1　
子どもの敬称（さん・くん（君）・ちゃん）

〔意見交換〕

1　はじめに（議論の背景）
子どもによく使われる敬称としては「さん」「くん」

「ちゃん」の3 種類の敬称がある。
このうち「さん」は性別を問わず用いられるが，

「くん」はもっぱら男（男の子）に使われる。男の子
を「くん」，女の子を「さん」と呼び分けることにつ
いては，ジェンダーの観点から「さん」に統一する
べきだという考えもある。小学校の教育現場では男
女ともに「さん」付けで呼ぶ取り組みも広がっている
が，子どもの名前が多様化する中，名前だけでは，
男の子か女の子かの判断が難しいこともある。
「ちゃん」は，「さん」と同じように男の子にも女の

子にも使えるが，幼い子どもに使うことが多い，や
やくだけた言い方である。どれくらいの年齢までの
子どもに「ちゃん」を使うかは，放送においても，番
組や，それが使われる場面によっても異なっている。

2　国語辞典の掲載
「さん」は，「さま（様）」が変化したことば，「ちゃ

ん」は「さん」が変化したことばである。「ちゃん」
は親しい間柄にある人を，親しみを込めて呼ぶとき

などに使われる，ややくだけた言い方である。また，
「くん」は対等，または目下の人の名前に付けて軽
い敬意や親しみの気持ちを表すことばである。

国語辞典の語釈には以下のような説明がある（一
部抜粋）。
① 「さん」

 • 「さま」より敬意やていねいの度合いはおちるが，
話しことばでよく使う。

『例解新国語辞典』（第10版・2021）
 • 現代語では，もっとも標準的な呼び方。話しこ
とばで，「さま」を使うのは，特にていねいな呼
び方になる。近年，小学校では男女を問わず，
教師から児童に対して，また，児童どうしで，「さ
ん」づけで呼ぶことが多くなっている。

『新選国語辞典』（第10版・2022）
 • 「由美さんと健太くん」のように，やや改まって女
の子にも〔または平等に男の子にも〕使う。

『三省堂国語辞典』（第8版・2022）

② 「くん」
 • 主に男性の用いる語。〔古くは同輩以上の人に対
する敬称として用いた。現在でも，議員同士の
間では敬称として用いられる〕

『大辞林』（第4版・2019）
 • 目下の女性に使うのは古風，または，かろんじ
た感じがする。議会では，発言者を呼ぶときな
どに使う 『三省堂国語辞典』（第8版・2022）
 • 男性が男性に対して用いる傾向が強かったが，
近年は女性が，または女性に対して用いること
も多い。 『新選国語辞典』（第10版・2022）

③ 「ちゃん」
 • 内輪の人を呼ぶ時につける言葉。

『新明解国語辞典』（第8版・2020）
 • 大人が子どもを呼ぶときや，子どもどうしで呼び
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使うとする社も多いが，共同通信社が「小学生も事
件の被害者や特別なケースでは適宜「ちゃん」を使
用してよい」（『記者ハンドブック 新聞用字用語集 』

（第14版 共同通信社））とするなど，内容によって
は小学生にも「ちゃん」を使うとしている社もある。

5　男の子の敬称についての調査
5.1　男の子の敬称についての調査（2023年2月）

テレビやラジオのニュースで男の子の名前に付け
る敬称として，「ちゃん」「くん」「さん」のどれが最
もふさわしいと思うか，2023年2月に調査を行った。
調査は，「4歳から小学校入学前（6歳くらいまで）」

「小学1 ～ 2年生（6 ～ 8歳）」「小学3 ～ 4 年生（8
～ 10歳 ）」「小学5 ～ 6年生（10 ～ 12歳 ）」の4つ
の年齢区分ごとに質問した。

なお，以下に示すのは調査したものの一部であ
り，詳細は別途，2023年のことばのゆれ調査で報
告する予定である。

［調査の概要］
　【2023.2調査】
 調査時期 2023年2月3 ～ 13日
 調査対象 全国満20歳以上の男女4,000人
 抽出方法 層化副次（三段）無作為抽出法
 調査方法 調査員による個別面接聴取法
 回収率 29.3％（1,170人が回答）

［質問］

あうときなどに，特によく使う。恋人（や夫婦）
の間でも使う。 『三省堂国語辞典』（第8版・2022）

3　NHKのハンドブックの記載
『NHKことばのハンドブック（第2版）』には，「敬

称の扱い」「ちゃん（愛称）」の項目にそれぞれ以下
のような説明を載せている。

4　新聞・通信社・民放の最近の動向
小学生の男の子の敬称については，原則「くん」

としている社や，「くん」と「さん」のどちらも使うと
している社が多い。一方で，毎日新聞は2016 年春
から，原則として「くん」を使わず，小学校入学前
は男女問わず「ちゃん」，入学後は「さん」を使う
よう取り決めを変更した。これについて毎日新聞は

「校閲記者コラム」の中で，「ジェンダー的な公正さ
や，望まない性に基づく敬称に苦痛を感じる子へ
の配慮から，学校現場で「さん」に統一する動き
が顕著なことなどを踏まえたものです」と説明して
いる（https://salon.mainichi-kotoba.jp/archives/ 
52589）。このほか，地方紙の一部でも，「さん」に
統一する動きがある。
「ちゃん」については，小学校入学前の子どもに

敬称の扱い
（1）敬称は原則として「さん」あるいは「氏」。複数

の場合は「～の各氏」など。
（2）学生や未成年者（男）には「君」を付けてもよい。

また，学齢前の幼児には「ちゃん」を付ける。
 　次のような場合は，小学生についても「ちゃん」

を適宜使ってもよい。
① 本人が痛ましい事件に巻き込まれた場合（誘

拐，交通事故など）。
② 愛らしさを特に強調したい場合。

ちゃん（愛称）
　学生や未成年者には「君」や「さん」を付け，学
齢前の幼児には「ちゃん」を付けて呼ぶのが一般的
であるが，次のような場合には，小学生についても

「ちゃん」を適宜使ってもよい。
（1）誘拐，交通事故などの痛ましい事件に巻き込ま

れた場合。
（2）愛らしさを特に強調したい場合。

テレビやラジオのニュースで，アナウンサーが読み
上げる文についてうかがいます。ここにあげる文の
中で，『男の子の名前』につける敬称として，どれ
が最もふさわしいと考えますか。

「警察では〇〇〇〇（ちゃん・くん・さん）が事件
に巻き込まれたとみて，捜査しています。」

1. ちゃん
2. くん
3. さん
4. この中にはない
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5.2　調査結果（2023年調査）

全体では，どの年齢区分でも，「くん」の⽀持が
最も多かった。「くん」は小学校入学前の男の子の
場合は5割近くの人が⽀持し，小学1 ～ 2年生，3
～ 4 年生，5 ～ 6年生ではいずれも6割を超える⽀
持があった。
「ちゃん」は，小学校入学前の男の子の場合で

は4割近くの人が⽀持したが，小学1 ～ 2年生では
15％，3 ～ 4 年生では7％，5 ～ 6年生では4％と，
学年が上がるほど⽀持が減っている。
「さん」の⽀持は，小学校入学前の男の子では

14％だが，学年が上がるほど⽀持が増え，5 ～ 6
年生ではおよそ3割の人が⽀持した。

回答した人の年代別でみると，小学校入学前の
男の子の場合，70歳以上の人で「ちゃん」，30 代・
40 代の人で「さん」の⽀持がほかの年代よりも高
かった。また，小学1 ～ 2年生，3 ～ 4 年生の場合 
でも，30 代・40 代で「さん」の⽀持がほかの年代
よりも高かった。5 ～ 6年生では40 代で「さん」の
⽀持が高く，43％が⽀持した。

5.3　過去の調査（2015年3月）との比較
男の子の敬称については，同様の調査を2015年

3月に実施し，結果を発表している（「“パンダが亡
くなりました”はおかしいですか？～2015年「日本
語のゆれに関する調査」から①～」『放送研究と調
査 』第66巻第6号）。

2015年の調査でも，「警察では〇〇（ちゃん・く
ん・さん）が事件に巻き込まれたとみて，捜査して
います」という文がニュースで読まれることを考えた
とき，男の子の名前に付ける敬称としてどれが最も
ふさわしいか，「ちゃん・くん・さん」の3つの中か

ら1つだけ選んで回答してもらった。
前回の2015年の調査と比べると，小学校入学

前，小学1 ～ 2年生において「ちゃん」の⽀持が減
り，入学前から小学 6年生までを通じて「さん」の
⽀持が増えているという傾向がみられる。

また，小学生を通じて「くん」の⽀持が最も多い
点は前回の調査と同じだが，小学校入学前をみる
と，前回は「ちゃん」の⽀持が最も多かったのに対
して，今回は「くん」が「ちゃん」を上回っている。

6　呼び分けについての調査
6.1　男子小学生と女子小学生を

    敬称で呼び分けることについての調査
    （2023年2月）
男子小学生と女子小学生を，「くん」「さん」で呼

び分けることについてどう思うか聞いた。

［質問］
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（参考：2015年調査）

テレビやラジオのニュースで，アナウンサーが，フ
ルネーム（名字と名前）で小学生の男の子を「〇〇
くん」，女の子を「〇〇さん」と呼ぶことについてど
う思いますか。

1. 小学生の場合，男の子も女の子も「さん」に
 統一するのがよい
2. このとおりでよい（「さん」に統一しなくてよい）
3. どちらともいえない
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6.2　調査結果（2023年調査）

全体では「このとおりでよい（「さん」に統一しな
くてよい）」と答えた人が47％と5割近かった。一
方，「「さん 」に統一するのがよい」と答えた人は
28％と3割近くいたほか，「どちらともいえない」と
答えた人も23％いた。年代別でみると，30 代で「さ
ん」への統一を⽀持する人が36％とほかの年代よ
りも多く，特に30 代女性では51％の人が「さん 」
への統一を⽀持した。

7　論点整理
意見交換を前に，事務局から新しいハンドブック

に子どもの敬称の扱いについて掲載するうえで，以
下の点を論点として挙げた。

 • 敬称は原則として「さん」あるいは「氏」としたう
えで，未成年者や学生には「くん」を付けること
もあるとする方針を新しいハンドブックでも継続
する予定だが，これについてどう思うか。
 • 現行のハンドブックにある「学生や未成年者（男）
には「君」を付けてもよい」という部分について
は，個別の事例について，より柔軟に放送現場
が判断できるよう「（男）」の部分を削除する考え
だが，それについてどう思うか。
 • 小学生に「ちゃん」を付ける例として「痛ましい事
件に巻き込まれた場合（誘拐，交通事故など）」 
とあるが，この例示は必要だろうか。

8　当日の席上での意見
外部の放送用語委員からは次のような意見が

あった。

 • 「さん」で統一することで，さまざまな問題が避
けられるということが時代の大きな流れなのかな
ということを感じている。調査の結果をみると，
まだ「さん」と「くん」の使い分けを⽀持する声
がある一方で，「さん」に統一するほうがよいと 
いう声が少しずつ増えていることもうかがえる。
今後も長期的にこの問題をみていく必要がある
だろう。
 • もう少し「さん」への統一を推奨してもいいので
はないだろうか。自分は20年ほど前から，教え
ている学生に対して「さん」に統一している。名
前や見た目で，男の子か女の子かを勝手に判断
することは，リスクがあるのではないかと思う。
 • 敬称をどう呼び分けるかというのは，敬語にも
関係する日本独特の問題だ。中学や高校の学校
生活においては男女の区別は大事であり，中等
教育あたりまでなら，「さん」「くん」という呼び
分けを簡単に廃止するというのはうまくいかない
気がする。
 • 自分としては男子学生は「くん」，女子学生は「さ
ん」付けで呼んできたが，名前を見ただけでは男
女がわからないこともあった。調査からはだん
だん「さん」が増えていく傾向は読み取れるが，
現状を変えて小学生から「さん」に統一していい
かというと，ちょっと先走りすぎるような気がす
る。放送で使うことばは，社会に先行するよりも，
社会にちょっと後れてついていくぐらいがいいの
ではないか。
 • 「さん」の⽀持がほかの年代より高い30 代・40
代は，男女混合名簿が導入され広がってきた世
代だ。男女平等や呼称に敏感なことと無縁では
ないだろう。また，少数の声を大事にしないとい
けないのは時代の要請であり，ハンドブックか
ら「（男）」という部分を削除するのは妥当だろう。

「さん」「くん」どちらにでもできるという今の方
針でよいのではないか。また，小学生に「ちゃん」
を付ける場合の例として，｢痛ましい事件や事故
に巻き込まれた場合｣としてしまうと，演出過剰
なイメージを与えてしまうので，考え直してみても
いいのではないか。
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 • 女の子を「さん」，男の子を「くん」と呼ぶことに
は，性差への固定観念のようなものが残ってい
る。急に「くん」をなくすようなことはできるわけ
がなく，乱暴なかじ取りはしないでほしいが，「く
ん」「さん」で区別していくという方向は未来的で
はないだろう。「さん」に統一していくのが将来
的な方向ではないか。
 • 自分自身は高校は女子校に通っていたが，生徒
全員を「くん」で呼ぶ先生もいた。当時，私には

「「くん」は嫌です」などと言う自由はなかったが，
今，それを決める権利は，名前を呼ばれる側に
移っているのではないか。「さん」で全員いいのか 
という問題もあり，難しいところがあるが，「さん」
で全部まとめていく流れになるのではないか。

また放送現場の声として，ニュースや番組制作な
どを担当するNHKの部内の放送用語委員からは次
のような意見があった。

 •「さん」「くん」「ちゃん」のどれを使うかについて
は，そのときそのときの取材に応じて判断してい
るのが現状だ。小学生の「ちゃん」付けについて
は，「痛ましい事件や事故に巻き込まれた場合」
というような例示まではしなくてもよいのではな
いだろうか。
 • 「さん」に統一というのは，子どもたちの実情に
あまり合っていない感じもするので，原則として
は「さん」あるいは「氏」で，「ちゃん」や「くん」
を付けることもあるという書き方がいちばんしっ
くりくるように感じた。
 • 場合によっては，子ども相手でも，「ちゃん」と
いう呼びかけは相手を軽く扱っているようにみえ
る場合がある。「さん」は，相手をちゃんとリス
ペクトしているような，オフィシャルな印象を与
えることばであり，男女にかかわらず「さん」で
呼ぶということがだんだん増えていくのではない
か。また，事件・事故のときこそ，「ちゃん」で
はなく「さん」で呼ぶという考え方もあるのでは
ないかと思う。

以上のような意見を踏まえ，新しいハンドブック
においては，子どもの敬称の扱いについての表現
を一部変更し，掲載する予定である。

議題2　
意味の解釈がわかれる語

「煮詰まる」「さわり」「ジンクス」の放送での 
扱いについて 〔意見交換〕

「煮詰まる」「さわり」「ジンクス」などのことばは，
本来の意味とは異なる解釈が広まっており，人に
よって，意味の受け取り方がわかれている。
『NHKことばのハンドブック（第2版）』の改訂に

向けて，放送において，これらのことばの本来の
意味をどこまで守るべきか，どこまで現代の用法に
即した使い方をすべきか，意見を聞いた。

1　煮詰まる
（1）問題点

煮物を十分に煮込んで，味が濃縮された状態か
ら転じて「議論が解決に向かう状態 」という解釈
が生まれた。

しかし，近年は「煮詰まってしまっていい考えが
浮かばない」のように「行き詰まる」の意味で用い
られることが増えている。本来の解釈と異なり，辞
書によっても意見がわかれている。

放送でも「行き詰まる」の意味で用いられること
があり，視聴者からの指摘も多い。

また，本来の「議論が解決に向かう状態 」とい
う意味で用いても，正しく伝わらず，誤解を招く可
能性もある。

（2）調査結果 
　【2022.2調査】
 調査時期 2022年2月4 ～ 14日
 調査対象 全国満20歳以上の男女4,000人
 抽出方法 層化副次（三段）無作為抽出法
 調査方法 調査員による個別面接聴取法
 回収率 29.9％（1,195人が回答）

［質問］ 

Q1　（2）次の言い方はいかがですか。

ａ 「1週間かけて議論したおかげで，やっと話が
 煮詰まってきた」 
ｂ 「1週間かけて議論してもよいアイデアが出ず，
 話が煮詰まってしまった」
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［回答］
	1	aもbもおかしくない ………………………… 22％
	2	aの言い方はおかしい（bはおかしくない）… 25％
	3	bの言い方はおかしい（aはおかしくない） … 46％
	4	aもbもおかしい ……………………………… 5％
　（わからない） ………………………………… 3％

年代別の結果をみると，20 代では，本義の「結
論が出る寸前になる」をおかしいとしたのは43％。
新義の「行き詰まる」の意をおかしいとしたのは
36％であり，「行き詰まる」の新しい解釈のほうが
浸透している。

30 代～ 50 代では，きっ抗しているものの，本義
のほうが⽀持されている。

60 代・70歳以上の世代では，本義を⽀持する人
が多数派を占める。

（3）新聞用語集での扱い
煮詰まる
「議論や意見が出尽くして，結論を出す段階にな

る」こと。転じて「どうにもならなくなる，行き詰ま
る」の意を載せている辞書もあるが，本来の意味で
使いたい。 『新聞用語集 2022年版 』（日本新聞協会）

（4）各辞書の記載の状況
（2010年以降に発行された主な小型，中型辞典10
冊を調査）

【「行き詰まる」の解釈を記載していない辞書・「誤り」
と記載する辞書】 

『旺文社国語辞典』（第11版・2013）
 「最近では「行き詰まる」の意味に誤用されるこ

ともある」
『新明解国語辞典』（第8版・2020）
 「問題の解決処理に行き詰まる意に用いることも

あるが，誤り」
『明鏡国語辞典』（第3版・2021）
 「「議論が行き詰まる」の意で使うのは本来は誤

り」
『新選国語辞典』（第10版・2022）

計4冊

【「行き詰まる」の解釈を記載している辞書】 
『大辞泉』（第2版・2012）
 ※デジタル版の補足情報で言及

『現代国語例解辞典』（第5版・2016）
『広辞苑』（第7版・2018）
『大辞林』（第4版・2019）
『岩波国語辞典』（第8版・2019）
『三省堂国語辞典』（第8版・2022）
 「④ものごとが限界をむかえ（て，進まなくな）る。 

若い世代では④の用法が主流」
計 6冊

（5）当日の席上での意見
外部の放送用語委員から，以下のような意見が

あった。

 • 本来の意味があり，それを知識としてしっかり
持っている人からすると，公共放送で違う使い
方をされると，規範意識に触れるのだろう。言

わからない

おかしくない

おかしい

50％

3

46

わからない

おかしくない
（上記回答の1＋2）

おかしい
（上記回答の 3＋4）

「行き詰まる」の意での「煮詰まってしまった」

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

わからない

どちらもおかしい

新義（行き詰まるの意）はおかしい

どちらもおかしくない

本義（結論が出る寸前になる）はおかしい

70歳以上(363人）

60代（203人）

50代（171人）

40代（207人）

30代（148人）

20代（103人）

全体（1195人）

60代
（203人）

70歳以上
（363人）

50代
（171人）

40代
（207人）

30代
（148人）

20代
（103人）

全体
（1,195人）

25％ 22 46 5 3

43 16 36 1 5

32 23 37 8 1

35 21 38 3 3

30 25 42 4 0

21 13 55 8 2

10 27 53 5 7

わからない

どちらもおかしい
（上記回答の4）

新義（行き詰まるの意）は
おかしい（上記回答の3）

どちらもおかしくない
（上記回答の1）

本義（結論が出る寸前になる）は
おかしい（上記回答の2）

「煮詰まる」年代別
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い添えや言いかえをすることに賛成である。
 • 「議論が解決に向かう」と「行き詰まる」では，
意味の方向性がかなり違う。なるべく使わず言
いかえをしたほうがよいのではないか。
 • 煮物を作っていると，煮詰まって焦げるようなと
きも「煮詰まる」と言いたくなり，たしかに「煮詰
まる」は悪い意味にとれてしまう。「完成に向か
う」という本来の意味は，もうなくてもいいので
はないか。
 • 今後「行き詰まる」の意味での使い方がもっと多
くなると，放送でもその使い方をするようになる
と思うが，現時点では「注意して扱う」が妥当だ
ろう。
 • 慣用としては，「行き詰まる」の意味での使い方
が調査以上に増えている印象。
 • ことばの意味が変わっていくものについては，古
い意味にこだわらず，多くのほうに沿っていけば
よいという原則で考えているが，この場合は違
う。もともと正しい意味がきちんとあるのに，間
違った用法が広まってきているという状況に対し
ては，NHKとしては，その間違った言い方を取
り入れてはいけないのではないか。本来の正し
い意味を補いつつ使って，そこに巻き込まれな
い努力をするべきではないか。
 • どちらの使い方をしても，約半分の人は満足して
くれない。個人的には，使わないようにしている。

また，放送現場の声として，NHKの部内の委員
からは，以下のような意見があった。

 • ドラマやエンターテインメント番組の現場で，本
当に「行き詰まる」という意味を出したいときは 

「煮詰まる」を使わずに「行き詰まる」にする。 
「煮詰まる」は，もう少し微妙な感じのときに使
うことが多い。日常会話でも，「いい具合に会議
が煮詰まってきたね」などと，だんだん考えがま
とまってきているときに使うこともよくあるように
思う。

2　さわり
（1）問題点

「さわり」は，もともとは浄瑠璃の専門用語で「義
太夫節の最大の聞かせどころとされている箇所」を

指したことばだった。それが転じて，歌や演劇，映
画などの「一番の聞かせどころ・見せどころ」「（話
の）要点」として広く使われるようになった。

しかし，「（歌や話の）最初の部分」と解釈する人
が，幅広い世代で多数派になっていることが，今
回の調査から明らかになった。

本来の意味で用いても，正しく伝わらず，誤解を
招く可能性がある。

（2）調査結果 
　【2023.4調査】
 調査時期 2023年4月7 ～ 16日
 調査対象 全国満20歳以上の男女4,000人
 抽出方法 層化副次（三段）無作為抽出法
 調査方法 調査員による個別面接聴取法
 回収率 29.7％（1,187人が回答）

［質問］ 

［回答］
	1	歌いだし（イントロ） ………………………… 54％
	2	聞かせどころ ……………………………… 22％
	3	どこか一部分 ……………………………… 13％
	4	このことばを知らない ……………………… 6％
　（わからない） ………………………………… 5％

（3）新聞用語集での扱い
さわり（触り）
「さわり」とは「音楽の聞かせどころ，劇や小説な

どの見せ場，中心，最も興味を引く部分」。「出だし，
最初の部分」の意味で使うのは誤り。

『新聞用語集 2022年版 』（日本新聞協会）

（4）各辞書の記載の状況
（2010年以降に発行された主な小型，中型辞典10
冊を調査） 

【「最初の部分」の解釈を記載していない辞書・「誤
り」と記載する辞書】

『大辞泉』（第2版・2012）
『旺文社国語辞典』（第11版・2013）

Q　「歌のさわり」という場合，「さわり」とはどうい
う部分を指すと思いますか。
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『現代国語例解辞典』（第5版・2016）
 「曲や話の出だしの意で用いるのは本来は誤り」

と記載。
『広辞苑』（第7版・2018）
『大辞林』（第4版・2019）
 「近年，出だし・冒頭の意で用いられることもあ

るが，本来は誤り」と記載。
『岩波国語辞典』（第8版・2019）
 「俗に，曲などの出だし。一九八〇年ごろからの

誤用」と記載。
『明鏡国語辞典』（第3版・2021）
 「冒頭・出だしの意で使うのは誤り」と記載。

【「最初の部分」の解釈を記載している辞書】
『新明解国語辞典』（第8版・2020）
 「広義では，一つの話の中で最も感動的な（印

象深い）場面を指す。また，近年は歌の冒頭の
部分を指して言う向きもある」と記載。

『三省堂国語辞典』（第8版・2022）

 「③〔俗〕歌詞の〈最初の部分/一部分〉」と記載。
『新選国語辞典』（第10版・2022）
 「④曲などの出だしの部分。④は，最近の用法」

と記載。

（5）当日の席上での意見
外部の放送用語委員から，以下のような意見が

あった。

 • 誤解を招かないよう，言い添えや言いかえをすべ
きである。
 • 「サビ」ということばが広まるに伴って，「さわり」
が本来の意味で使われなくなってきたのではな
いか。今後「最初の部分」という解釈がさらに広
がるだろう。
 • 「最初の部分」の解釈がさらに浸透したら，放送
でも「歌いだし」の意味で使われるようになるだ
ろう。
 • NHKとしては「最初の部分」の意味で使うべき
ではない。本来の意味を守るべきである。間違
いに巻き込まれてはいけない。

また，放送現場の声としては，NHKの部内の委
員からは，以下のような意見があった。

 • エンターテインメント番組で，音楽を少し聞かせ
ることはあるが，サビならば「サビの部分」，冒
頭ならば「冒頭の部分」と言い，ほんの少ししか
聞かせないが，視聴者がその曲だといちばんわ
かりやすい部分を聞かせるときに「さわり」と言
う場合が多い。

3　ジンクス
（1）問題点
◆ 『NHKことばのハンドブック（第2版）』（現行版）

には，以下のような記述がある。

ジンクス

　「ジンクス」は「縁起の悪いもの（こと・人）」と
いうのが英語本来の意味だが，日本語の中では，
縁起の悪い場合とよい場合の両方の意味で使わ
れている。
　外来語について，その本来の意味や使い方を

わからない

このことばを知らない

どこか一部分

聞かせどころ

おかしい

54％
22
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このことばを知らない

どこか一部分

聞かせどころ

歌いだし
（イントロ）

「さわり」
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聞かせどころ
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54％ 22 24

55 19 26

54 18 28

59 17 25

61 1921

58 21 21

46 28 26

その他聞かせどころ歌いだし（イントロ）

「さわり」年代別

「その他」は，「どこか一部分」「このことばを知らない」「わからない」と
答えた人の合計。
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（2）調査結果 
　【2022.8調査】
 調査時期 2022年8月5 ～ 14日
 調査対象 全国満20歳以上の男女4,000人
 抽出方法 層化副次（三段）無作為抽出法
 調査方法 調査員による個別面接聴取法
 回収率 30.0％（1,198人が回答）

［質問］

［回答］
	1	aもbもおかしくない ………………………… 31％
	2	aの言い方はおかしい（bはおかしくない）… 20％
	3	bの言い方はおかしい（aはおかしくない） … 31％
	4	aもbもおかしい ……………………………… 8％
　（わからない） ………………………………… 10％

「ジンクス（幸運）」はおかしい→28％ （※回答2＋4）
「ジンクス（不幸）」はおかしい→39％ （※回答3＋4）
⇒ 本来の意味と新しい用法の「逆転現象」がみて

とれる。

（3）新聞用語集での扱い
ジンクス
「ジンクス」は元来「縁起の悪いもの」「けちのつ

くもの」の意。「縁起がよい」意味で許容している辞
書もあるが，使わない方がよい。

『新聞用語集 2022年版 』（日本新聞協会）

（4）各辞書の記載の状況
（2010年以降に発行された主な小型，中型辞典11
冊を調査） 

【「縁起の悪いもの」に限定している辞書】
『広辞苑』（第7版・2018）
『新明解国語辞典』（第8版・2020）
『三省堂国語辞典』（第8版・2022）

【「縁起のよいもの」にも使うことに言及している辞
書】

『大辞泉』（第2版・2012）
『旺文社国語辞典』（第11版・2013）
『現代国語例解辞典』（第5版・2016）
『岩波国語辞典』（第8版・2019）
『大辞林』（第4版・2019）
 「近年では縁起の良い物事を言う場合もある」と

記載。
『コンサイスカタカナ語辞典』（第5版・2020）
『明鏡国語辞典』（第3版・2021）
 「原義では縁起の悪いものだけにいう」と補注あり。

『新選国語辞典』（第10版・2022）
 「縁起の良いことに使うのは新しい用法」と記載。

（5）当日の席上での意見
外部の放送用語委員から，以下のような意見が

あった。

 • 便利なことばなので，使いたいという気持ちはよ
くわかる。言いかえや言い添えを活用するのがよ
い。「ジンクス」が意味を広げているのは，おか

次の言い方について，お考えに最もよくあてはまる
ものを，1つだけお答えください。

ａ 「幸運を呼ぶジンクス」 
ｂ 「不幸にまつわるジンクス」 
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31％ 20 31 8 10

45 23 23 3 7

37 19 37 4 3

36 15 35 12 3

36 23 29 6 6

30 23 32 5 9

18 19 29 13 22

わからないどちらも
おかしい

「不幸にまつわるジンクス」
はおかしい

「幸運を呼ぶジンクス」
はおかしい

どちらも
おかしくない

「ジンクス」年代別守るべきか，それとも，日本語として考えるべき
かは，常に議論のあるところである。この語のよ
うに，人によって受け取り方に違いのあるものは，
放送ではなるべく使わずに別の言い方を工夫する
ようにしたい。
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しなことではない。やまとことばも漢語も意味変
化をするもので，外来語だけ英語本来の意味に
とどめるのはおかしいだろう。
 • 「○○というジンクス」というふうに，まわりの文
脈で，悪い意味で使っているのか，よい意味で
使っているのかがわかれば，そこまで目くじらを
立てる必要はないだろう。
 • よい意味で使うことも非常に多い。プロ野球で
もよく出てくる。誤解を招かないのであれば，ど
ちらに使ってもよいだろう。
 • スポーツ番組の解説者は，よいことにジンクスを
使うこともあるが，NHK側は，本来の悪いこと
のみに使うという配慮が必要だろう。

また，放送現場の声としては，NHKの部内の委
員からは，以下のような意見があった。

 • 報道の現場では「ジンクス」ということばをニュー
スなどで使うことはほとんどない。制作の段階で

「ジンクス」ということばが出てきたら，意味にゆ
れがあるので，ほかのことばを探すことになるだ
ろう。また，スポーツの現場では「ジンクス」は
よく使われる。アナウンサーは，よいことには使
わず，悪いことのみに使うが，解説者やゲストが，
こうするとうまくいくというふうに「ジンクス」を使
うことはある。その場合は，アナウンサーが，「い
わゆるゲン担ぎをしているんですね」「願掛けで
すね」などと言い添えするようにしている。
 • あまり使ってはいけないことばだと認識して番組
を作ってきたが，悪いことの場合に限り，ジンク
スを使うことがある。歌手など出演者が，よいこ
とにジンクスを使うことはよくあるが，NHK側が
間違った使い方をすることは避けている。時代
によって意味が変わっていいことばだという判断
があれば別だが，本来の正しい解釈があるので
あれば，それは順守すべきだと考える。

中島沙織（なかじま さおり）／
藤井まどか（ふじい まどか）

注）議題1は中島，議題 2は藤井が担当した。
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