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１ はじめに 

 インターネットを経由した映像配信サービス

の普及に伴い、様々な分野での映像コンテンツ

の利活用が期待されている。利活用において、

映像の内容を示すメタデータが重要となる。メ

タデータを介した映像の利活用として、放送番

組と字幕情報を用いたオンライン百科事典生成

[1]や、ニュース映像と日付情報を用いた

Wikipedia の拡張[2]などが提案されている。 

 本稿では、Wikipedia の見出しや本文から、生

物を説明する際に必要となる構造を生物オント

ロジーとして構築し、このオントロジーを用い

た新しい映像コンテンツ利活用手法を提案する。

構築した知識構造により、映像を生物の体系的

な説明に利用できるだけでなく、Wikipedia とい

った外部サービスとの補完連携など幅広い展開

も可能となる。 

 

２ Wikipediaからの生物オントロジーの構築 

 インターネット上の集合知である Wikipedia

記事は、見出し構造により説明が体系化されて

いる一方で、その書き方は統一されていない。

例えば、ミジンコは、「特徴」「生息環境」

「生態」といった見出しで説明されているが、

クモは、「体の構造」「雄雌」「内部形態」

「生活史」といった見出しで説明されている。

そこで、生物に関する複数の記事から、見出し

とその特徴を抽出することで、生物の説明に共

通利用できる知識構造を構築する。 

２．１ 知識構造の抽出 

動物界に属する 161 の生物について、見出し

とその本文から、以下の処理により生物オント

ロジーを構築した。①多くの生物記事で利用さ

れている見出しを抽出する。②各見出しを、本

文内に出現する、ガ格、ハ格、ノ格の名詞と動

詞によりベクトルで表現する。ベクトルの要素

の値は単語の出現頻度とする。③2 つの見出しベ

クトルのコサイン類似度が 0.7以上の場合は統 

 

 

 

 

 

合する。④見出しの上位下位関係を参考に、手

作業により階層化する。 

 Wikipedia から抽出した見出しの階層構造を図

1 に示す。「生活環」は最上位見出しであるが、

「生態」の下位見出しである「生活史」との類

似度が 0.7 以上のため統合した。なお、

Wikipedia での各生物記事内の平均見出し数は

2.3 のため、第 3 階層の「外部形態」「内部形

態・内部構造」「分布」「食性」「生活史・生

活環」の 5 つの見出しを、概念タグとして生物

を説明するために利用する。概念タグで使用さ

れる単語の中からスコア値が高い単語を抜粋し

て表 1 に示す。生物を説明する際に必要となる

概念タグや、概念タグを特徴付ける単語を取得

することができた。 

特徴（70）

生活環（10）

体の構造（3）

ほか、循環器、サンゴの種間競争など

軟体（1）

ほか、殻など

利用された生物数が少ないため除外

【凡例】
（ ）内は利用された生物数を示す。

生態（72）
分布（34）

食性（8）

繁殖（6）

ほか、生息環境、鳴き声など

生活史（16）

形態（46）

外部形態（9）

大きさ（3）
ほか、再生、耳など

内部形態（9）

内部構造（9）

”統合”

”統合”

第１階層 第2階層 第3階層

 
図 1 抽出した概念関係 

表 1 概念タグと特徴的な単語 
概念タグ 各概念タグを特徴づける名詞 

外部形態 腕、足、体、繊毛 

内部形態・内部構造 管、腸、心臓、神経 

分布 日本、群、地、周辺 

生活史・生活環 卵、幼虫、蛹、交尾 

食性 性、植物、獲物、食物 

概念タグ 各概念タグを特徴づける動詞 

外部形態 ある、並ぶ、出る 

内部形態・内部構造 構成する、結合する 

分布 分布する、生息する 

生活史・生活環 なる、孵化する、成長する、羽化する 

食性 食べる、捕食する、剥がす、噛みつく 
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３ 検証 

３．１ 映像コンテンツへの概念タグ付与 

構築した知識構造を利用し、NHK の学校向け

WEB コンテンツである NHK for School1で公開さ

れている、生物に関する映像コンテンツ 371 本

への概念タグ付与実験を行った。映像には、そ

の映像内容がテキストで付与されている。各概

念タグを特徴づける単語が、映像内容テキスト

に出現した場合に、該当する概念タグに加点し、

そのスコアが最も高い概念タグをコンテンツに

付与した（図 2）。 

内部構造・形 外部形態 分布 生活史・生活 食性

8.50

食べる

管

体
単語抽出

スコア

計算
食性としてタグ付け

0.44 0.89 0.00 0.50 0.00

3.52 3.68 0.32 7.09

1.31 0.00 0.00 0.09 0.00「管」

0.00 0.00 0.00 0.35 1.25「食べる」

合計

「体」

 
図 2 コンテンツ毎のスコア計算例 

手動で付与した各コンテンツの概念タグと、

本検証で得られた概念タグを比較した結果を表 2

に示す。Wikipedia から構築した知識構造では、

「外部形態」を特徴づけるべき「眼」が、「内

部構造・内部形態」のスコアの方が高かったた

め、適合率の精度を下げる結果となった。 

表 2 適合率と再現率 
概念タグ 適合率 再現率 F 値 

内部構造・内部形態 0.38 0.67 0.48 

外部形態 0.91 0.78 0.84 

分布 1.00 0.50 0.67 

生活史・生活環 0.81 0.89 0.85 

食性 0.74 0.70 0.72 

３．２ Wikipedia と映像コンテンツの紐づけ 

 例として、「ミジンコ」の Wikipedia 記事の

見出しに対し、2 章で構築した知識構造を用いて

新たな概念タグを付与し（表 3）、映像コンテン

ツとの紐づけを行った。3.1 で概念タグを付与し

た NHK の映像コンテンツと、Wikipedia 記事とが

補完連携するイメージを図 4 に示す。表 3 に示

すように、Wikipedia 記事には「内部構造・内部

形態」「食性」に関する記述がないことが分か

る。図中の赤色のテキストは、映像コンテンツ

にしかない情報で補完することを表している。

このように、映像コンテンツを単純に紐づける

のではなく、体系化された知識に基づき連携さ

1 http://www.nhk.or.jp/school/ 

せることで、より網羅性のある生物情報の説明

を、映像付きで行うことができる。 

表 3 Wikipedia記事（ミジンコ）の再定義 
Wikipedia記事 付 与 し た

概念タグ 見出し 本文 

特徴 中型種で体長 1.5-3.5mm。体は頭部を除き二枚

貝のような背甲で覆われ、横から見る・・・ 

外部形態 

生息環境 世界的に分布する。日本でも全土に分布、浅

い池沼に生息する。 

分布 

生態 ミジンコには、自分とおなじクローンしか産

まない単為生殖期と、交配して子孫を残す有

性生殖期がある。一般的に、・・・ 

生活史 

利用 ミジンコの遺伝子は 3 万 1000 個以上にのぼ

り、ヒトよりも 8000個も多い。 

該当なし 

ミジンコ ミジンコは、鰓脚（さいきゃく）綱 双殻目 枝角亜目 異脚下目 ミジンコ科 ミジンコ属に属する甲殻類である。

外部形態 中型種で体長1.5-3.5mm。体は頭部を除き二枚貝のような背甲に覆われ、横から見るとひよこ
のような形をしている。背甲の下に卵を抱えて孵化まで保育する。頭部にははっきりした吻があ
り、その下にある第1触角は吻端に達しない。体を覆う甲は広卵形で、・・・

生活史 ミジンコには、自分とおなじクローンしか産まない単為生殖期と、交配して子孫を残す有性生殖
期がある。一般的に、通常（環境の良いとき）はメスを産み、生存危機が迫ったときにだけオス
を産んで交配するといわれている。また、・・・

形態

内部形態

生態

消化管の中が透き通って見えるので、食べたものが消化されている様子
まで観察することができます。

食性 ミジンコは何を食べているのか観察してみましょう。何か小さな物を吸い
込んで食べているようです。ミジンコが食べていたのは、植物プランクト
ンでした。ミジンコの体の中の管に、食べたものが見えています。食べた
ものは管の下からふんとなって出ます。

体のしくみを生きたまま観察 心臓や触角の動き ミジンコが動く様子

透き通って見える消化管

メスだけで殖えるミジンコ 交尾によって卵を産むと・・・ 小さな生き物ミジンコ

ミジンコの食べ物

 
図 4 映像コンテンツと Wikipediaの連携案 

 

４ まとめ 

生物を説明するために必要な知識を、生物オ

ントロジーとして構造化することにより、映像

コンテンツの体系化や、Wikipedia などの外部サ

ービスとの補完連携が可能となることを示した。

今後、「内部構造・内部形態」は“体内の臓

器”に関する単語を持つといった知識を利用し

た推論により精度向上に取り組み、より高度な

知識構造化を検討していく。さらに、映像コン

テンツの利活用に向けたオープンデータ化にも

取り組んでいく。 
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