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あらまし 近年，インターネットテレビの普及により，テレビ番組を対象として関連情報を推薦する研究が活発に行

われている．NHKの Hybridcastではテレビ番組放送中に同画面上で関連情報を推薦するというサービスを行ってい

る．また，最近ではユーザの検索履歴や視聴履歴を用いて個人化された情報推薦を行うことが重要視されている．し

かし，映像やテレビ番組などにおいて視聴者の視聴動作や嗜好などを考慮した情報推薦は現在行われていない．その

ため，視聴者の視聴動作や嗜好などを考慮した情報推薦を映像やテレビ番組などで行うことが今後必要であると思わ

れる．そのため，本研究では視聴者の視聴動作を考慮した情報推薦を行うことを目的としている．
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1. は じ め に

近年，インターネットテレビの普及により，テレビ番組を対

象として関連情報を推薦する研究が活発に行われている．NHK

の Hybridcast [1]ではテレビ番組放送中に同画面上で関連情報

を推薦するというサービスを行っている．また，最近ではユー

ザの検索履歴や視聴履歴を用いて個人化された情報推薦を行う

ことが重要視されている．しかし，映像やテレビ番組などにお

いて視聴者の視聴動作や嗜好などを考慮した情報推薦は行われ

ていないため，視聴者の視聴動作や嗜好などを考慮した情報推

薦を映像やテレビ番組などで行うことが必要であると思われる．

そのため，本研究ではテレビ番組の出演者の声やナレーション

に付与されるクローズドキャプションからシーンごとに得られ

る重要語と地理的な関係性を抽出する．また，地理的な関係性

の取得を行うために，地名や地域など地理的な情報を持つキー

ワードの抽出を行う．

本研究では，地理的な情報を持つキーワードを空間的キー

ワードと定義し，論文内で使用する．ユーザインタフェースに

は動画視聴前に表示するユーザインタフェースと動画視聴中に

表示するユーザインタフェースの 2つを使用する．動画視聴前

に表示するユーザインタフェースは視聴者が興味のあるトピッ

クを選択可能な仕様になっている．動画視聴中に表示するユー

ザインタフェースは，従来のコントロールバーを用いて動画を

早送りや巻き戻しを行うユーザインタフェースではなく，視聴

者がシーン選択可能なユーザインタフェースの提案を行う．そ

れら 2つのユーザインタフェースを用いて視聴者の視聴動作を

取得することで，視聴者の視聴動作に合わせて重要語と空間的

キーワードの地理的関係性を変化させる．視聴者のシーン選択

によって情報推薦の内容が変化するため，視聴動作を考慮した

情報推薦が可能になる．上記で提案する手法の有効性を実際の

テレビ番組を使用して検証する．本研究では「そうだ旅に行こ

う【やっぱり夏の伊豆は最高！ポンコツ極上温泉宿の旅】」とい

う 45分の旅番組を使用する．評価実験では上記の旅番組に追

加で 2つの旅番組を使用している．

2. 関 連 研 究

近年，ビデオ映像のクローズドキャプションなどのメタデー

タを用いて，番組内容に関連する情報を推薦する研究が多く行

われている．王ら [2]は番組内に出現する地理的な情報を持つ

キーワードをクエリキーワードとして，Webにより写真やルー

ト推薦を行うシステムの提案を行った．同じく西澤ら [3]もテ

レビ番組のクローズドキャプションを用いてクエリキーワード

を生成し，Wikipediaの階層構造により，関連するキーワード

の抽出手法を提案した．クリピンデルら [4] はクローズドキャ

プションに出現する単語ごとに重要度を付与する手法を提案し，

手法として本研究と同じく TFiDF を使用して重要度を算出し

た．三浦ら [5]は単語間の意味的関係の抽出手法を提案した．こ

れらの研究によりビデオ映像のクローズドキャプションからク

エリキーワードを生成し，情報推薦を行うことが有効であると

考えられる．また，クローズドキャプションを用いた重要語判

定や情報推薦は，他のデータを対象にした研究においても応用

されている．

田原ら [6]や長谷川ら [7]は SNSの投稿からテキスト情報を

抽出し，抽出されたテキスト情報を用いて特徴語の判定を行

い，アウトプットとして観光情報検索や地域ユーザの検索に応

用する手法を提案した．原田ら [8]は Twitterを用いてテキス

トマイニングを行い，語彙の概念を可視化し，関係性を目視で

確認できるシステムを提案した．SNS におけるテキストマイ



図 1 視聴前のトピック選択画面

図 2 視聴中のユーザインタフェース

ニングとクローズドキャプションにおけるテキストマイニング

は類似しているため，本研究でも参考にしている．また，本研

究では視聴者の視聴動作を考慮した情報推薦を目的としている

ため，個人化された情報推薦を行っている研究を参考文献に挙

げている．近年ではWebの閲覧履歴や ECサイトの購買履歴

などを用いて，ユーザの嗜好や行動傾向を抽出し，個人化され

た情報推薦を行う研究が盛んに行われている．酒井ら [9]と高

間ら [10]は SNSやレビューの情報を用いて個人化された情報

推薦を行う手法を提案している．井口ら [11]はテレビ番組のク

ローズドキャプションを用いて視聴者の視聴傾向を判定し，個

人化された番組表の生成を行っている．これらの研究により，

個人化された情報推薦がさまざまな領域で重要であると考えら

れる．よって，本研究ではユーザの視聴動作を用いて，個人化

された情報推薦を可能とする手法を提案する．

3. システム概要

本研究では，図 1のトピック選択画面と図 2のシーン選択画

面を使用する．図 1は番組視聴前のユーザインタフェースであ

り，シーンごとでの空間的キーワードとトピックを表示し，視

聴者の興味があるシーンの判定を行う．空間的キーワードの抽

出手法としては TF による計算を使用しているため，シーンご

図 3 システム概要図

とで出現回数の多い空間的キーワードを表示している．トピッ

クの抽出方法としては TFiDF を使用し，番組内で重要である

キーワードを表示している．

図 2は視聴中のユーザインタフェースであり，4つのパート

に分かれたユーザインタフェースを提案する．画面左上部分で

は動画の再生画面を表示する．画面下部分では全シーンのサム

ネイルを表示し，クリックすることにより該当シーンにスキッ

プすることが可能である．画面右上部分では視聴者のシーン選

択の履歴から得られた視聴動作と選択シーンの内容に基づく補

足情報を表示し，該当シーンの内容に即した情報を同画面上で

閲覧することが可能となる．画面右中部分では空間的キーワー

ドを表示し，番組視聴中にどの地名に関する補足情報を推薦し

ているのかを表示することにより，視聴者自身が検索を行うこ

とも可能となる．上記のユーザインタフェースにより，視聴者

の選択シーンの履歴を抽出することが可能となる．また，本研

究では視聴者のトピック選択と選択シーン履歴を視聴者の視聴

動作と定義し，視聴動作に基づいてシーンごとに抽出される重

要語や空間的キーワードの地理的関係性が変化する．よって，

視聴者の視聴意図や選択シーン順序の関係性を用いた情報推薦

を行うことが可能になるため，本研究の目的である視聴者の視

聴動作を考慮した情報推薦を行うことが可能になると考えら

れる．

4. 提 案 手 法

本研究では図 3のシステム概要図に記述しているように，視

聴者の視聴動作に基づく重要語判定と空間的キーワードを用い

た地理的関係性抽出により，視聴者の視聴動作に基づいてクエ

リキーワードを生成する．生成されたクエリキーワードを用い

て視聴者の視聴動作を考慮した補足情報推薦を行う．

4. 1 シーン分割

テレビ番組のクローズドキャプションを抽出し，抽出された

クローズドキャプションを用いてMeCab [12]により形態素解析

を行い，番組内に出現する名詞のみを抽出する．次にMicrosoft

Video Indexer [13]を用いてシーン分割を行う．本研究で使用

する 45分の旅番組では 22個のシーンに分割された．シーン分

割が正常に行われたため，本研究ではこのツールを使用した．



図 4 視聴操作の例

図 5 Topological Relationships で使用する 4 つの関係性

4. 2 重要語判定手法

番組内容に即した情報推薦を行うために，時系列で変化す

るトピックを判定し，判定されたトピックの中から重要となる

キーワードを抽出し，それらを用いて情報推薦を行う必要があ

る．そのため，番組内のシーンごとにトピックを判定を行う．

トピック判定の方法として各シーンごとでの重要語を判定し，

それらをトピックに関係のあるキーワードであると仮定し，情

報推薦を行うためのクエリキーワードとして抽出する．クエリ

キーワードの生成方法として，重要語とシーンごとで抽出した

空間的キーワードを用いて，検索を行い，検索結果数が一番多

い組み合わせを関係性のある重要語と空間的キーワードの組み

合わせであると定義する．

テレビ番組から抽出したクローズドキャプションを用いて，

MeCab [12]による形態素解析を行い名詞のみを抽出し，式（1）

シーンごとの名詞を用いて TFiDF を行うことで，重要語の判

定を行う．TF はシーン内の出現キーワード総数におけるシー

ン内のキーワードごとの出現頻度，iDF は全シーンにおいて該

当シーン内に該当キーワードが何回出現したかを表している．

log を追加して計算を行うことにより，ビデオ映像において出

現回数の多いキーワードが重要であるという条件を満たす重み

を付与する．

TFiDF = TF (k, s)× log
N

DF (k)
(1)

k = Keyword, s = Scene, N = All Scenes

4. 3 視聴動作に基づく重要語判定

図 4の下部は視聴者がシーン 1，3，4，7を選択して視聴して

いる様子を表している．視聴者の選択したシーンを用いて局所

的な重要語判定を行い，視聴者の視聴傾向に合わせた情報推薦

を行う．視聴者の 2回分のシーン選択履歴，視聴シーンを用い

て TFiDF により計算を行う．の場合，シーン 7を視聴中のた

めシーン 3，4，7を用いて重要語判定を行う．それにより，従

来の重要語判定手法として用いられる全文書を用いた TFiDF

では得られない視聴者の視聴動作を考慮した重要語が得られ

ると考えられる．たとえば，レストランの紹介など食に関する

シーンを多く選択している視聴者には，食に関係するの重要語，

温泉巡りなど観光に関係するのシーンを多く選択している視聴

者には観光に関係する重要語を推薦することが可能となる．

4. 4 出現間隔を考慮した重み付け

上記の提案手法で得られたクエリキーワードでは空間的キー

ワードの範囲によって検索結果数の大小が大きく分かれてしま

う問題が発生する．しかし，実際に使用したクローズドキャプ

ションでは空間的キーワードと重要語の出現間隔が近いほど関

係があるということが確認されたため，出現間隔の近い重要語

と空間的キーワードに重みを追加することにより，関係度が向

上するという仮説を立てることが可能である．仮説により，得

られたクエリキーワード生成の際に得られた検索結果数に出現

間隔を考慮した重みを追加し，再計算を行う．出現間隔を考慮

した重み付けの計算方法は得られた重要語と空間的キーワード

群のショットが出現した時間を抽出し，検索結果数を出現ショッ

ト間の秒数で割り，同じショットに出現するキーワードの数値

を残すために 1を足す．これにより，検索結果数と出現間隔を

考慮した関係性の抽出が可能である．

4. 5 地理的関係性抽出

本研究では，視聴者の視聴履歴から得られた視聴順序に基づ



表 1 地理的関係性を用いたクエリキーワード生成
地理的関係性 情報推薦の種類 クエリ クエリキーワード例

(1) Disjoint 地域の比較情報 (ta, tb) (宿下田, 宿熱海)

(2) Equal トピックの比較情報 (ta, ua) (宿下田, 温泉下田)

(3) Inside 地域の詳細情報 (tc, uc) (宿蓮台寺温泉, 温泉蓮台寺温泉)

(4) Contains 地域の概要情報 (ta, ua) (宿下田, 温泉下田)

き，シーン間での地理的関係性を抽出する．関係性のパターン

としてTopological Relationships [14]の 4つの関係性を使用す

る．使用する関係性は Disjoint，Equal，Inside，Containsの

4つである．これらの関係性によって，推薦する情報を変化さ

せ，視聴者のシーン選択に合わせて情報推薦を行う．情報推薦

で使用する 2つの空間的キーワードと 2つの重要語には，視聴

中のシーンで生成されたクエリキーワードに用いられる空間的

キーワードと重要語，視聴順序において前のシーンで生成され

たクエリキーワードに使用されている空間的キーワードと重要

語を使用する．それぞれの処理については図 5と表 1で示す．

例には前述のテレビ番組「そうだ旅に行こう【やっぱり夏の伊

豆は最高！ポンコツ極上温泉宿の旅】」を使用する．図 5で示

している関係性は視聴中のシーンと 1つ前のシーン履歴で得ら

れるクエリキーワードの重要語と空間的キーワードを使用する．

クエリキーワードで使用される空間的キーワードの前後関係に

より，トピックの比較情報，地域の比較情報，地理的な詳細情

報，地理的な概要情報の 4種類の情報推薦から選択する．

5. 評 価 実 験

「そうだ旅に行こう【やっぱり夏の伊豆は最高！ポンコツ極

上温泉宿の旅】」から抽出したクローズドキャプションを用い

て，本研究の提案手法の有効性を検証する．4章で述べた提案

手法を用いて，最終的に推薦される補足情報を抽出し，結果か

ら有効性を確認する．

5. 1 重要語判定の検証

本研究で使用する旅番組のデータを Video Indexer [13]で解

析し，22 個のシーンに分割を行った．抽出されたシーン群に

対してユーザインタフェースにより，シーン選択が行われる．

シーン選択により，視聴者の視聴動作として 12回のシーン選

択を取得される．これは観光に関係するシーンに興味がある

視聴者が選択を行った．抽出されたシーン群を用いて，提案手

法で説明した局所的な TFiDF を行い，シーンごとの重要語を

抽出する．抽出された重要語群は表 3 に示している，全体的

TFiDF と局所的 TFiDF の差異は観光関係のキーワードであ

る「温泉」，「宿」，「花月亭」などの全体的に頻出しているキー

ワードの重要度が上がり，重要語として抽出される．

5. 2 クエリキーワード生成方式の検証

本研究で使用しているクローズドキャプションを用いて，視

聴者がシーン 13を視聴中の場合で計算を行う．前までのキー

ワードを用いて局所的 TFiDF を行うため，シーン 7，シーン

8，シーン 13の 3つのシーンを用いて計算を行う．これにより，

直前の視聴者の視聴傾向を考慮することが可能である．視聴中

のシーンまでの視聴履歴全てを使用してしまうと，番組視聴中

に視聴傾向が変化した場合に視聴中の視聴傾向を考慮すること

表 2 全体的な TFiDF を用いた重要語群
シーン 全体的な TFiDF により得られる重要語

シーン 1 極上

シーン 2 極上

シーン 4 ヒゲ

シーン 5 老舗，癒し，贅沢，一泊，二日

シーン 7 天気，安心，顔，席，出発，方面，所有，長旅

シーン 8 熱海，うなぎ

シーン 13 最終目的地，証，焼却炉，予約

シーン 14 花月亭

シーン 18 新鮮，伊勢海老，真鯛，マグロ，アジ，ボタン海老，季節，魚介類

シーン 19 刺身，海鮮丼，しゃぶしゃぶ，意識，魅力，イメージ，我々

シーン 21 真ん中

シーン 22 朝

表 3 局所的な TFiDF を用いた重要語群
シーン 局所的な TFiDF により得られる重要語

シーン 1 温泉，極上

シーン 2 極上，開湯，1300 年，物語

シーン 4 ベッキー

シーン 5 老舗，癒し，贅沢，家族，一泊，二日

シーン 7 車，天気，安心，顔，席，出発，方面，所有，長旅

シーン 8 順調

シーン 13 宿，花月亭，奥座敷，最終目的地，証，焼却炉，予約

シーン 14 散歩

シーン 18 新鮮，伊勢海老，真鯛，マグロ，アジ，ボタン海老，季節，魚介類

シーン 19 刺身，海鮮丼，しゃぶしゃぶ，意識，魅力，イメージ，我々

シーン 21 真ん中

シーン 22 朝

表 4 出現間隔を考慮した重みづけ
空間的キーワード 検索結果数 出現間隔 (秒)+1 検索結果数/出現間隔 (秒)+1

白浜大浜海水浴場 451,000 192 2,349

伊豆半島 4,990,000 192 25,990

下田 8,150,000 192 42,448

白浜 9,520,000 174 54,713

下田 8,150,000 57 142,982

蓮台寺温泉 163,000 57 2,860

花月亭 266,000 1 266,000

が出来ないため，3つのシーンのみを用いて重要語判定を行う．

シーン 13のクローズドキャプションが図 6であり，赤字が得

られた重要語群，緑字が得られた空間的キーワードである．こ

れらの重要語群と空間的キーワード群を総当たりで組み合わせ

て検索を行った結果，「白浜　予約」の検索数が 9,520,000件で

最大であった．しかし，この 2つのキーワードは番組内で関係

していない．そのため，出現間隔を考慮した重みづけを行う必

要がある．

5. 3 出現間隔を考慮した重み付けの検証

前節で得られたクエリキーワードに用いられる「予約」とい

うキーワードと関係性があるキーワードはシーン内の内容から

「花月亭」というキーワードであると判定されると考えられる．

しかし，「花月亭　予約」の検索結果数は 266,000件である．そ

のため，提案手法を用いて重み付けを行う．計算結果は表 4で

あり，「花月亭　予約」の数値が最大値となっている．これによ

り，重要語と空間的キーワードが関係しているクエリキーワー

ドを生成することが可能となる．

6. お わ り に

本研究では，テレビ番組のクローズドキャプションを使用し，



図 6 シーン 13 のクローズドキャプション

視聴者の視聴動作に基づく情報推薦を行うことを目的としてい

る．評価実験の結果により，生成すべきクエリキーワードを生

成することが可能であると考えられる．また，本研究では地理

的情報を持つ空間的キーワードを利用して得られる地理的関係

性と視聴者のシーン選択により得られる視聴履歴の順序により，

推薦する範囲を変化させるという手法を提案したが，他分野に

おいて空間的キーワードのようにキーワード同士の関係性を抽

出可能なキーワードがあれば，Topological Relationships [14]

のように関係ごとに情報推薦を変化させ，他分野の映像におい

ても応用することが可能になると考えられる．そのため，今後

は旅番組以外の映像でも本研究で提案した手法を用いて実験を

行いたいと考えている．
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