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第1466回放送用語委員会（東京）2023年9月8日

用語の決定 および報告
〜「４泊」「４波」ほか〜

第1466回放送用語委員会（2023年9月8日）で
は，下記の議題を取り上げた。

　 議題1 ：「4［泊・拍・発・班・版］」の語形について
　　　　　〈決定〉
　 議題 2 ：「4［波・派・敗］」の語形について〈決定〉
　 議題 3 ：〈調査結果報告〉小数における整数部の
　　　　　語形のゆれについて
　 議題4 ：〈調査結果報告〉「あり得る」「～得る」「サ
　　　　　ステ（イ）ナブル」の語形について

提案・決定および意見交換をめぐる当日の概要に
ついて記す。

議題1　「4［泊・拍・発・班・版］」の
　　　  語形について〈決定〉

それぞれ〔ヨンハク〕〔ヨンハツ〕〔ヨンハン〕を第
一推奨形，〔ヨンパク〕〔ヨンパツ〕〔ヨンパン〕を第
二推奨形とする注1。

なお「3泊・3拍・3発・3班・3版 」については，
それぞれこれまでのとおりとする。

注1：第1426回放送用語委員会（2018 年6月22日）
で示した説明（『放送研究と調査』2018.9 掲載）
を，再度掲げる。

注 2：本ページ右下の注5 参照。

〈参考〉
（1）これまでの記述の変遷

推奨形：放送で使うことばとして，お勧めできるも
の（ただしほかの形のものを否定しているわけ
ではない）。それぞれの語形に“〇”を冠して略
記する。推奨形が複数あり，それぞれに第一・
第二の順列を付さない場合には，両方の語形に

“〇”を付ける。
第一推奨形：推奨形が複数あるとき，まずはこち

らを覚えておくことをお勧めするもの。それぞれ
の語形に“1.”を冠して略記する。

第二推奨形：第一推奨形のほかに，お勧めでき
るもの（第一推奨形よりも「劣っている」わけで
はない）。それぞれの語形に“2.”を冠して略記 
する。

「4泊・4拍」 ：1. ヨンハク　2. ヨンパク
 　　　（これまで　1. ヨンパク　2. ヨンハク）

「4発」 ：1. ヨンハツ　2. ヨンパツ
 　　　（これまで　1. ヨンパツ　2. ヨンハツ）

「4班・4版」 ：1. ヨンハン　2. ヨンパン
 　　　（これまで　1. ヨンパン　2. ヨンハン）注2

あわせて，「14発・24発・34発…」なども同様と 
する。

「3泊・3拍」 ：○ サンパク
「3発」 ：○ サンパツ
「3班・3版」 ：○ サンパン

（「（3 ～ 4）泊・発・班」）
泊 発 班

1960年　「放送用語の研究」
（『文研月報』12月号） （なし） P～P（H） （なし）注3

1961年　『放送用語参考辞典』 （なし） P～P（H） （なし）注3

1966年　『日本語発音アクセント
 辞典』 （なし）注1 P～H （なし）注3

1976年　｢テレビニュースの数字表
現｣（『文研月報』8月号）（なし）注2 P～P（H） P～P注4

1983年　『NHK放送用語集』 P～P P～P（H） P～P
1985年　『日本語発音アクセント
 辞典』 P～P P～P P～P

1992年　『ことばのハンドブック』 P～P（H） P～P（H） P～P
1998年　『日本語発音アクセント
 辞典新版』 P～P（H） P～P（H） P～P

2005年　『ことばのハンドブック　
第2版』 P～P（H） P～P（H） P～P（H）注5

2016年　『日本語発音アクセント
 新辞典』 P～P（H） P～P（H） P～P（H）

※例
 3泊 ○サンパク　4泊 ○ヨンパク
  　⇒　P ～ P　と表示
 3泊 ○サンパク　4泊 1. ヨンパク　2. ヨンハク
  　⇒　P ～ P（H）　と表示
注1 ：「拍」掲載あり［P ～ H］
注 2 ：「泊・拍」掲載あるが音の変化に関する言及なし
注3 ：「版」掲載あり［P ～ P］
注4 ：「版」掲載あり［P ～ P］（「班」掲載あるが音の変化に関する言及なし）
注5 ：「班」初刷（2005年）のみ［P ～ P］，2 刷（2006 年）以降は［P ～ P 

（H）］。なお「版」14 刷（2016 年）までは［P ～ P］，15刷（2017年）
以降は［P ～ P（H）］
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•「3発・4発」
▼ 「3発」では半濁音化形［サンパツ［P］］，「4発」

では非半濁音化形［ヨンハツ［H］］が主流。い
ずれも，若年層では非半濁音化形［サンハツ［H］］

［ヨンハツ［H］］を含む回答の占める割合が相対
的に多い。

（2）今回の調査結果
•「3泊・4泊」
▼ 「3泊」では半濁音化形［サンパク［P］］，「4泊」

では非半濁音化形［ヨンハク［H］］が主流。い
ずれも，若年層では非半濁音化形［サンハク［H］］

［ヨンハク［H］］を含む回答の占める割合が相対
的に多い。

 
【2023.2調査】全国1,170人回答〔計画標本数4,000，
有効回答率29.3％〕（以下同）
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 図 1　【2023.2 調査】3 泊 4日の旅行
〔どう言いますか〕
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 図 3　【2023.2 調査】3 泊 4日の旅行
〔どう言いますか〕
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 図 2　【2023.2 調査】4泊 5日の旅行
〔どう言いますか〕
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 図 4　【2023.2 調査】4泊 5日の旅行
〔どう言いますか〕
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 図 5　【2023.2 調査】ミサイルが 3発発射された
〔どう言いますか〕
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 図 6　【2023.2 調査】ミサイルが4発発射された
〔どう言いますか〕
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•「3班・4班」
▼ 「3班」では半濁音化形［サンパン［P］］，「4班」

では非半濁音化形［ヨンハン［H］］が主流。い
ずれも，若年層では非半濁音化形［サンハン

［H］］［ヨンハン［H］］を含む回答の占める割合
が相対的に多い。
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 図 7　【2023.2 調査】ミサイルが 3発発射された
〔どう言いますか〕
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 図 8　【2023.2 調査】ミサイルが4発発射された
〔どう言いますか〕
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 図 9　【2023.2 調査】3 班に分かれて発表をおこなう
〔どう言いますか〕
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 図 10　【2023.2 調査】4班に分かれて発表をおこなう
〔どう言いますか〕
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 図 11　【2023.2 調査】3 班に分かれて発表をおこなう
〔どう言いますか〕
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（3）今後の課題
▼ 「4泊・4発・4班」などに関して，数詞部分が同

じように撥
は つ

音「ん」で終わる「千［セン］発」「一万
［マン］発」や「何［ナン］発」などは，［P］のまま
で特に変更する必要はないか。

議題2　「4［波・派・敗］」の
　　　  語形について〈決定〉

これまでの〔ヨンパ〕〔ヨンパイ〕に加え，〔ヨンハ〕
〔ヨンハイ〕を第二推奨形として掲げる。

なお「3波・3派・3敗」については，それぞれこ
れまでのとおりとする。

〈参考〉
（1）これまでの記述の変遷

（2）今回の調査結果
•「3波・4波」
▼ 「3波」では半濁音化形［サンパ［P］］，「4波」で

は非半濁音化形［ヨンハ［H］］が主流。いずれも，
若年層では非半濁音化形［サンハ［H］］［ヨンハ

［H］］を含む回答の占める割合が相対的に多い。

 【2023.8調査】全国1,186人回答〔計画標本数4,000，
有効回答率29.7％〕（以下同）

（「（3 ～ 4）波・派・敗」）
波 派 敗

1960年　「放送用語の研究」
（『文研月報』12月号） （なし） （なし） （なし）

1961年　『放送用語参考辞典』 （なし） （なし） （なし）
1966年　『日本語発音アクセント
 辞典』 （なし） （なし） P ～ P

1976年　｢テレビニュースの数字表
現」（『文研月報』8月号） （なし）注 （なし）注 （なし）注

1983年　『NHK放送用語集』 P ～ P P ～ P P ～ P
1985年　『日本語発音アクセント
 辞典』 P ～ P P ～ P P ～ P

1992年　『ことばのハンドブック』 P ～ P P ～ P P ～ P
1998年　『日本語発音アクセント
 辞典新版』 P ～ P P ～ P P ～ P

2005年　『ことばのハンドブック　
 第2版』 P ～ P P ～ P P ～ P

2016年　『日本語発音アクセント
 新辞典』 P ～ P P ～ P P ～ P

注：掲載あるが音の変化に関する言及なし
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 図13　【2023.8 調査】新型コロナウイルス感染の第3波
〔どう言いますか〕
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 図14　【2023.8 調査】新型コロナウイルス感染の第4波
〔どう言いますか〕
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する。
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 図 12　【2023.2 調査】4班に分かれて発表をおこなう
〔どう言いますか〕
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•「3敗・4敗」
▼ 「3敗」では半濁音化形［サンパイ［P］］，「4敗」

では非半濁音化形［ヨンハイ［H］］が主流。い
ずれも，若年層では非半濁音化形［サンハイ［H］］

［ヨンハイ［H］］を含む回答の占める割合が相対
的に多い。
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 図 15　【2023.8 調査】新型コロナウイルス感染の第3波
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 図 16　【2023.8 調査】新型コロナウイルス感染の第4波
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 図 17　【2023.8 調査】1勝 3 敗
〔どう言いますか〕
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 図 18　【2023.8 調査】1勝 4 敗
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 図 19　【2023.8 調査】1勝 3 敗
〔どう言いますか〕

60代
（187人）

70代
（245人）

80歳以上
（125人）

50代
（198人）

40代
（180人）

30代
（140人）

20代
（111人）

全体
（1,186人）

11 2 7 79％ 0 1

17 6 11 65 0 1

19 4 7 70 0 0

12 3 8 78 0 0

10 2 7 81 0 1

8 2 7 83 0 0

11
1
4 82 1 1

（わからない）このことばを
知らない

サンパイどちらかと
いえば
サンパイ

どちらかと
いえば
サンハイ

サンハイ

6
1
5 86 0 2



83DECEMBER 2023

•【参考】「3分間・4分間」
▼ 程度の違いはあるが，「3分間」「4分間」ともに

半濁音化形［サンプンカン［P］］［ヨンプンカン
［P］］が主流。いずれも，若年層では非半濁音
化形［サンフンカン［H］］［ヨンフンカン［H］］を
含む回答の占める割合が相対的に多い。
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 図 20　【2023.8 調査】1勝 4 敗
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 図21　【2023.2 調査】そのまま3分間お待ちください
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 図22　【2023.2 調査】そのまま4分間お待ちください
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 図 23　【2023.2 調査】そのまま3分間お待ちください
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 図 24　【2023.2 調査】そのまま4分間お待ちください
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•【参考】「5時3分・5時4分」
▼ 「3分」では半濁音化形［サンプン［P］］，「4分」

では両形が同程度。いずれも，若年層では非半
濁音化形［サンフン［H］］［ヨンフン［H］］を含む
回答の占める割合が相対的に多い。

（3）今後の課題
▼ 「4波・4派・4敗・4分［フン］」に関して，数詞

部分が同じように撥音「ん」で終わる「千［セン］
敗」「一万［マン］敗」や「何［ナン］敗」などは，

［P］のままで特に変更する必要はないか。
▼ 現行で「波」「派」「敗」「分［フン］」と同様に［P

～ P］となっている「犯」（「前科3 犯～ 4犯」な
ど。『ことばのハンドブック』にのみ掲載）は，特
に変更する必要はないか。

■席上での意見から（議題1・2）
 • いずれも使用の幅を広げるものであり，この提
案のとおりでよい。
 • こうした語に関して，若い人が［P］をあまり使わ
ないことを日常的に感じていた。
 • 調査に基づいて決めるのは非常に大事であり，
今回の調査も行き届いている。
 • 調査結果で多いほうに従うのは自然なこと。今
回のものは大変豊かな調査でおもしろい。若い
人が［P］をあまり使わない傾向は興味深い。
 • 昔の日本語教育のテープを聴いたところ，船の
数え方で「いっそう，にそう，さんそう，し

4

そう」
と言っていて驚いた。
 • 漢語で「イチ，ニ，サン，シ」であったところに，
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 図 28　【2023.8 調査】5 時 4分
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 図 27　【2023.8 調査】5 時 3 分
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 図 25　【2023.8 調査】5 時 3 分
〔どう言いますか〕
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 図 26　【2023.8 調査】5 時 4分
〔どう言いますか〕
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あとからここに「よん」が入ってきたため，この
「よん」が例外的なふるまいを見せているのであ
ろう。
 • 全体を4つの班に分けるときの「4班に分ける」
と，分けたグループにそれぞれ名称を付す際の

「1班・2班・3班・4班」とでは，半濁音化の傾
向が異なるかもしれない。
 • アナウンサーとしてこれまで「4敗」はヨンパイ
［P］であると習ってきた。しかし放送で［P］も
［H］も使えるようになるということで，これまで
の［P］が不可になるわけではないので，今回の
決定のとおりでよい。

議題3　〈調査結果報告〉
　　　  小数における整数部の語形の
　　　  ゆれについて

小数（「1.5」「8.5」など）における整数部の［イチ
～イッ］［ハチ～ハッ］の促音化についての調査結果
報告である。

（『ことばのハンドブック（第2版）』掲載（p.331））

（1）今回の調査結果
 •「1.5」「8.5」

 （放送で使う言い方として尋ねたもの）
▼ 「1.5」「8.5」のいずれにおいても，（［イチ～イッ］

［ハチ～ハッ］の）どちらもおかしくないとする回
答が，おおむね半数を占める。

▼ 「1.5」では［イッ］のみを支持する人が多い一方
で，「8.5」では［ハチ］のみを支持する人が多い

という傾向が，わずかに見られる。
▼ 「高さ」と「気温」での傾向の違いは見られない。

 【2023.6調査】全国1,200人回答〔計画標本数4,000， 
有効回答率 30.0％〕（以下同）

注：「基準となる発音」
数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

発音 レイ イチ ニ サン ヨン
（シ） ゴ ロク ナナ

（シチ）ハチ キュー
（ク）ジュー

（『ことばのハンドブック（第2版）』掲載（p.331））

【現行の規定】
小数
 各数字の発音は，「基準となる発音」注に従う。
 ただし，（中略）「2」と「5」は〔ニー〕〔ゴー〕と

伸ばして発音してもよい。
 　〈例〉　1.5 〔イチ・テン・ゴ〕
  　　2.7 〔ニー・テン・ナナ〕
  　　3.56 〔サン・テン・ゴーロク〕
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Ⓐはおかしい（Ⓑはおかしくない）

 図 29　【2023.6 調査】
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 図 30　【2023.6 調査】

〔テレビのニュースで，アナウンサーが話すことば〕
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 図 31　【2023.6 調査】
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 図 32　【2023.6 調査】

〔テレビのニュースで，アナウンサーが話すことば〕

Ⓐ 気温は，〔 ハチテン・ゴド 〕です
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議題4　〈調査結果報告〉
　　　  「あり得る」「～得る」「サステ（イ）
　　　  ナブル」の語形について
•「あり得る」「得る」

（『放送研究と調査 』2014.3, 2014.5 掲載）

なお，それまでの旧規定は以下のとおり。
　   「ありうる」 ：○ アリウル
　   「得る」 ：○ ウル　○エル

（1）今回の調査結果
•「あり得る」「起こり得る」
▼ 「あり得る」では，新興形［アリエル］が主流。一

方「起こり得る」では，伝統形［オコリウル］と新
興形［オコリエル］との間にそれほど大きな差は
ない。

▼ また「起こり得る」では，若年層に伝統形［オコ
リウル］がやや多い傾向が見られる。

【現行の規定】
「ありうる・ありえる」：
  1. アリウル　2. アリエル

「得る」：
  ○ ウル（文語的）　○ エル（口語的）

 〔1376回放送用語委員会（2013.12.6）提案・
   1379回放送用語委員会（2014.2.28）決定〕
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 図33　【2023.2 調査】雨の場合は，遠足の中止もあり得る
〔どう言いますか〕
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 図 34　【2023.2 調査】誰にでも起こり得る問題です
〔どう言いますか〕
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 図 35　【2023.2 調査】雨の場合は，遠足の中止もあり得る
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 図 36　【2023.2 調査】誰にでも起こり得る問題です
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•【参考1】過去の調査結果

 【1998.10調査】全国1,405人回答〔計画標本数2,000，
有効回答率70.3％〕

 （『放送研究と調査』1999.4掲載）

•【参考2】日本語コーパス等から
▼ Twitter（現 X）での出現数では，
 　　［ありうる ＜ ありえる］
 　　［起こりうる ＞ 起こりえる］
 のようになっている。

•「サステ（イ）ナブル」

※過去の用語委員会での指摘：
 「「サステイナブル～サステナブル」のゆれについ

ては，これは比較的新しく導入された外来語で

あり現時点では放送での推奨形を特に示してい
ないが，原音（英語）に忠実なのは「サステイナ
ブル」であるのに対して，現状として多くなりつ
つあるのが「サステナブル」である（なお 2021年
の全国調査の結果では「このことばを知らない」
という回答がもっとも多かった）。これに対して
席上では，外来語借用上の特徴として日本語で
は「コンテイナー」（原音に忠実な形）ではなく一
般には「コンテナ」という言い方が広く用いられ
るなどの例があり，「サステナブル」という語形が
流通しているのもおかしなことではないといった
意見があった。

 同様の現象として，「メインテナンス～メンテナン
ス」「ステインレス～ステンレス」などがある。」

 （p.82，塩田・中島・藤井（2023）「語形のゆれ・表記・
意味の解釈が分かれる語の扱いについて」『放送研
究と調査』2023.2掲載）

（1）今回の調査結果
▼ 「このことばを知らない」という回答が多く，全

体において4分の1程度を占める。特に高齢層に
おいては顕著で，70 代で42 ～ 44％，80歳以上
では65 ～ 66％である。

▼ これをふまえたうえで，支持率においては「サ
スティナブル」と「サステナブル」が比較的多く，
英語原音にもっとも近い「サステイナブル」は少
ない。特に若年層において，「「サステイナブル」
とは別の発音・別の書き方をする」という回答の
占める割合が相対的に多い傾向が見られる。

ありうる ありえる

コーパス注1 755件 184件

政府関係サイト注2 約 89,800 件 約17,500 件

NHKサイト注3 約1,010 件 約 614件

SNS注4 8,057件 43,507件

【現行の規定】
 （なし）

（わからない）

その他

アリエル

アリウル

 図37　【1998.10 調査】雨の場合は，遠足の中止もあり得る
〔どう言いますか〕
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コーパス注1 188件 13件

政府関係サイト注2 約 82,400 件 約8,330 件

NHKサイト注3 約 1,010 件 約122件

SNS注4 6,838件 655 件

※ いずれも“あり得る”“起こり得る”は検索していない（読みが確定でき
ないため）

注1： 現代日本語書き言葉均衡コーパス（BCCWJ）［収録対象は1971-
2008 年］，少納言

注 2： ［site:go.jp］に限定したGoogle検索［2023.8/14 検索］
注3： ［site:nhk.or.jp］に限定したGoogle検索［2023.8/14 検索］
注4： Yahoo! リアルタイム検索による
  Twitter（現 X）検索［2023.7.16～8.14の30日間］
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 図 38　【2023.2 調査】「サステナブル」のように…
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 図 39　【2023.2 調査】「サステイナブル」のように…
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 図 40　【2023.2 調査】「サスティナブル」のように…
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 図 41　【2023.2 調査】「サステナブル」のように…
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 図 42　【2023.2 調査】「サステイナブル」のように…
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 図 43　【2023.2 調査】「サスティナブル」のように…
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•【参考1】過去の調査結果

 【2021.2調査】全国1,208人回答〔計画標本数4,000，
有効回答率 30.2％〕

 （『放送研究と調査』2022.1掲載の数値を四捨五入
して整数化）

•【参考2】日本語コーパス等から
▼ 現況では，全般的に「サステナブル」がやや優勢 

である。

•【参考3】類例
	 ふつう「イ」が落ちない例
 〔＝多くは「…イン」が語末（形態素末）〕
 アゲイン　エンターテインメント　
 カゼイン　キャピタルゲイン　スペイン　
 ドメイン　トレイン　ブレイン　
 ペインクリニック　ペイント　
 プロテイン　メイン　リフレイン　
 レインコート　レインボー　
 ロメインレタス　エンターテイナー
 ［まれに「エンターテナー」「エンターティナー」も］
 　　エンターテイナー 18,281件　　　　　　　　
 　　エンターテナー 314件　　　　　　　　
 　　エンターティナー 1,142件　　　　　　　　
 （Yahoo! リアルタイム検索によるTwitter（現 X）検

索［2023.8.1～8.30の30日間］）

	 ふつう「イ」が落ちる例
 〔＝「…イン…」が語中（形態素中）〕

 アゲ（イ）ンスト　コンテ（イ）ナー　
 ステ（イ）ンドグラス　
 ステ（イ）ンレス　
 セ（イ）ントバーナード　
 チェ（イ）ンジ　メ（イ）ンテナンス　
 レ（イ）ンジャー

■席上での意見から（議題3・4）
 • 個々の数字を初めて聞く場合には，イチテンゴの
ほうが聞きやすい。一方，これが一体化すると
イッテンゴになる。
 • 数字の読み方は「まとまり性」というものがある
のでむずかしい。スポーツの記録などでは「1.5

［イチテンゴ］」のような読み方が好まれるだろう
が，うどんの「1.5玉」などはふつう［イッテンゴタ
マ］と言う。
 • 「得る」については，本動詞〔＝独立して使う動
詞〕の場合と，補助動詞〔＝別の動詞の下に付
いて使う動詞〕の場合とで，分けて考えたほうが
よいのでは。
 • 補助動詞の場合には「うる」が普通で，「ありえる」
のみが例外的なものなのでは。
 • 「起こりうる」はそれほど会話には出てこないこと
ばで，このことが影響して今回のような結果に
なっているのかもしれない。「話し言葉コーパス」
も調べてみるとよい。
 • ［エイ］という二重母音は日本語では使わない傾
向があるので，今後，「サステナブル」という語
形が優勢になっていくであろう。

塩田雄大（しおだ たけひろ）

第 1466 回放送用語委員会（東京）
【開催日】 2023 年 9 月 8 日（金）
【出席者】 青木奈緖 氏，井上由美子 氏，
 荻野綱男 氏，笹原宏之 氏，
 清水義範 氏，野田尚史 氏，
 町田　健 氏，
 渡辺健策 放送文化研究所長  ほか

サステナブル サステイナブル サスティナブル

コーパス注1 7件 24件 0件

政府関係サイト注2 約61,800件 約22,000件 約17,100件

NHKサイト注3 約766件 約511件 約44件

SNS注4 6,574件 485件 2,019件

（注はいずれもp.87参照）
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 図 44　【2021.2 調査】
「〔Ⓐサステイナブル／Ⓑサステナブル〕とは，

「持続可能な」という意味です」
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