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携帯電話用 Javaアプリケーションメタデータ検索手法の提案と検証
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概要

近年、携帯電話が発達すると共に、携帯電話用 Javaアプリケーションサービスが急速に普及してき

た。それに伴い、有効的な検索方法が必要であると考えられてきた。本稿では、アプリケーション検

索サービスの問題点に着目し、ユーザが効率良く検索できるシステムの提案を行う o 本提案では、携

帯電話用 Javaアプリケーションからメタデータを生成する手法について述べ、メタデータを用いた検

索手法について提案を行い、その検証を行う。
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The cellular phone has been developing， and the Java application service for the cellular phone 

has spread rapidly in recent years. 1 t has been thought that an effective retrieval method is 

necessary along with it. ln this paper， it pays attention to the problem of the application retrieval 

service， and it proposes the system that the user can efficiently retrieve. In this proposal， the 

technique for generating the metadata from the Java application for the cellular phone is 

described， and effectiveness is verified about the retrieval technique that uses the metadata. 

1.はじめに

近年、固まぐるしい進歩を遂げているものとし

て携帯電話がある。 1999年には電子メールやイ

ンターネット接続が可能となり、インターネット

端末として急激に普及した。 2005年現在では、

デジタルカメラ機能もほぼすべての端末に搭載

されている。さらには、 TV電話機能や GPS機

能、電子マネー機能まで搭載したものも広く普及

している。

すでに携帯電話は、インターネット端末という

枠を超え、携帯情報端末としての機能を備えた機

器に進化している。

カメラ機能・ GPS機能・電子マネー機能とい

った、通話とは直接関係、の無い携帯情報端末とし

ての機能のーっとして、 2001年から搭載され始

めたアプリケーションソフト実行機能がある。

本稿では、携帯電話用 Javaアプリケーション
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ソフトからメタデータを生成し、セマンティック

Web技術の足懸かりとなるべく、メタデータを

用いた検索手法について提案する。

これにより、ユーザがより目的に副った情報、

またはより必要な情報をすばやく見つけ出すこ

とが可能となる。

2.携帯電話

2.1携帯Javaアプリケーション

携帯Javaアプリケーションとは、携帯用サイ

トから携帯電話端末にダウンロードして使用す

ることができる Javaで作成されたソフトウェア

の事を指す。一度ダウンロードしてしまえば、そ

のアプリケーション自体が通信を必要としない

場合には、通信が切断された状態でも利用するこ

とが可能である。

携帯アプリケーションの種類としては、 iモー

ドでは riアプリ j、EZwぬでは rEZアプリ j、

ボーダフォンライブ!では rvアプリ jと呼称さ

れている。しかしながら、互換性はない。

どのようなアプリケーションがあるかという

と、ゲームが大半を占めている。実用的なもので

は、通話料を調べ記録するものや、株価や天気予

報など、接続することによって自動的に更新され、

最新の情報を得られるものがある。

2.2アプリケーションの検索の現状

携帯電話でアプリケーションを入手する上で

便利なものが、検索サービスである。

主に一般のユーザがアプリケーションを検索

する上で利用するのは、各キャリアから提供され

ているメインメニュー(公式サイト)から階層を

掘り下げていき、手探りで探すといった方法であ

る。公式サイトからの検索による大きな問題点と

して、企業が作成・提供しているアプリケーショ

ン(公式アプリ)しか検索できない点がある。

2つ目に、公式サイトでは物足りないと感じた

ユーザが利用するサイトとして、登録型の『アプ

リ肯ゲットJ[1]や rAppli NaviJ [2]などといっ

たものがある。これらは、公式アプリも検索でき、

企業が作成・提供している以外のアプリケーショ

ンも登録したものであれば検索が可能である。し

かし逆に言い換えれば、公式アプリと登録された

アプリしか検索ができないことになる。

その他にどういったアプリがあるかと言うと、

登録サイトに登録せずに、各自のホームページに

公開しているアプリケーション(その他のアプ

リ)である。これを利用したい場合には、 URL

を直接入力するなどの方法をとらなければなら

ない。

以上のアプリケーションすべてが検索できる

ことが理想である。

0:その他のアプり

図1 アプリケーション分布概念、図

3.提案内容

本提案では、携帯電話用 Javaアプリケーショ

ンからメタデータを生成する手法について述べ、

メタデータを用いた検索手法について提案を行

い、その検証を行う。

3.1携帯電話用 Javaアプリケーションからメ

タデータを生成

メタデータを生成する方式として、アプリケー

ション属性が記述されたファイルから変換する

方法を提案する。

携帯 Javaアプリケーションを作成する場合、

それぞれのキャリアで提供されている作成支援
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ツールを用いる。プログラムを作成するだけであ

れば必要ないが、携帯電話で起動するにはツール

を用いなければならない。 iアプリでは rD吋aJ、

EZアプリと Vアプリでは rMIDPJというツー

ルを使用するのが一般的である (EZアプリと V

アプリは起動時にはそれぞれ別の携帯電話エミ

ュレータを用いる)。そしてそれらのツールを利

用することで、アプリケーションのインストール

や起動、ネットワークアクセスなどを制御するた

めの情報が記述されているファイルが生成され

る。

Dojaでは rjamJ、MIDPでは rkjxJという拡

張子のファイルがそれにあたる。これらのファイ

ルは、結果的にアプリケーションを作成する上で

必ず生成されることになる。

表 1にその一部を記す。これらのアプリケーシ

ョン属性は、そのアプリケーションの内容を記述

している上に、入力必須項目もあるという点から、

メタデータとして利用できると考えた。

表 1 アプリケーション属性 (0は必須項目)

iアプリ EZ.Vf'ブリ 内密

Doja MIDP ツー，~

.Jam .同x 抱強子

o AppName OMIDlet-Jar -Name アブリケージョン名
OMIDlet-Jar-Vendor アプリケージョン提棋者

AppVer OMIDlet-亀Jar-Version アプリケージョンパージョY
OPac同eURtOMIDlet-Jar-URL Jarフ?イ'~o)URL
A即Size OMIDlet-Jar-Sjze Jar7i'イ，~のサイス

OMIDlet・qJ:> アブリ膏号

(l)lIfirum tion Ver OMicro!湖ion-Co凶gu凶m形式

OA即C祖ss メインクラス名

柳 Param メイツクラスの起動パラメ-~

OLalitMod泊.ed 最終更新日

3.1.1メタデータ

セマンティック Webでは、機械で解釈できる

形式の意味情報を、あらかじめコンテンツに付加

しておく必要がある。この特殊な意味情報をメタ

データと呼ぶ。メタとは、超越したなどの意味を

持つ言葉で、セマンティック Webにおけるメタ

データは、データそのものの意味や内容を記述す

る「データを超えたデータJであることを示して

いる。

また、セマンティック Webとは近年注目を集

めている技術で、 Webに意味情報を付加するこ

とで、機械でコンテンツなどの内容を解釈し、処

理できるようにした次世代の Webである。実現

すれば、効率的に目的のデータを見つけることや、

複数のデータを重複しないように統合するとい

った処理が容易になると言われている。

実用化はまだまだ先と言われているが、実際の

ところセマンティック Web技術の一部は、すで

にいくつかの Webサイトで利用され始めている。

E詔 l属性の性質 i 匡国 回

図2 メタデータ分類

本提案では、アプリケーション属性からメタデ

ータを生成する。このメタデータは、アプリケー

ションの意味情報を持つことになる。メタデータ

の記述、には RDF(Resource Description 

Framework)を用いる。RDFは主語(リソース)、

述語(プロパティ)、目的語(プロパティの値)

の3要素の組み合わせで成り立っている。リソー

スは記述するメタデータの対象、プロパティは記

述するメタデータの内容・項目である。プロパテ

イの値が新たなリソースになることもある。

表 1を元にしたメタデータの分類例を図 2に

記す。

3.1.2 DCMES 

メタデータをコンピュータが理解して有益な

情報とするには、その意味が共通の認識となって

いる語紫が必要である。 DublinCore Metadata 

Element Set (DCMES)はインターネット上で

の情報資源の発見(ResourceDiscovery)を目的

として提案されたメタデータである o Dublin 
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Coreは多様な分野の様々な情報資源に対応する

ため基本的な 15要素を定めており、現在ネット

ワーク上での情報資源を表すためのコアメタデ

ータとして注目されている。また 2003年 2月に

はIS015836として国際標準となっている。

この DCMESを用いることで相互運用性の高

いメタデータを提供することができるというこ

とから、本提案では DCMESを採用することに

した。

表 2 DCMESとアプリケーション属性との対応例

要素 属性 f直の閉

title AppName I Jar"Name イヨイト J~rAJ

rit;hts Jar"Vendor 作者rBJ

format Jaml均x qアブリJrEZ.Vアプリ』

si2e AppSize I Jar -Size サイズr7654J

data L節制。也!iea 信終更新日rOlJan2005J 
subjeot PackageURL I Jar-URL Jarフ?イ J~rA.jarJ 

3.2メタデータの検索

インターネット上に点在しているメタデータ

を検索する。検索システムでまず fjamJとfkjxJ

の記述されたXML形式のページのみに限定する

(RDFがXMLベースであるため)。それにより、

他のメタデータが検索対象になることを防く二そ

して、ユーザが従来通りキーワード検索やカテゴ

リ別検索をするといった検索方法であるo

既存の検索サービスとの大きな違いは、登録さ

れているアプリケーションに限定していない点

である。

4.評価・検証方法

今回メタデータを生成する上で、DCMESに変

換するツールである fmetaformJ [3]を使用した。

f metaformJ はDCMES15要素に対応してそれ

ぞれに入力項目が用意されており、入力した文字

をそのまま XML表記のファイノレへと変換してく

れるツールである。

そしてメタデータを本研究室の Webサーパに

配置し、 Webサーバを全文検索システムにより

メタデータ検索するといった検証方法をとった。

全文検索システムとは、文章の全体から情報を検

<?xml.・.>

<metadata> 

<title lang="ja">A </title> 

<creator lang="ja"> 

~ ~m~~k 

href=''http://.日 ">DL</A>

</creator> 

<subject lang="ja"> 

<object declare id="a.A" data="http://...'' 

type=、pplicationlx-jam"><lobject>
</subject> 

<da批te lang="ja" 

OO:OO:OO</date> 

<type lang="jaう jam<type/>

<source lang="ja">P503i/ F503i/ N503i 

/So503i/D503i</source> 

<rights lang="ja">B</righ旬〉

</metadata> 

(宣言等省略)

図 3 f metaformJで作成した XML表記例

索するシステムのことである。

つまり、あらかじめデータベースを作成するこ

となく、一次情報である文書に対して直接検索す

るシステムである。全文検索システムには、

Namazu、Freya、SGSE、SSE、などがある。

評価方法としては、携帯電話用 Javaアプリケ

ーションのメタデータのみを検索対象とするた

めに、フィルタリングをした場合とそのまま全文

検索をした場合での検索結果の違いの評価を行

う。フィルタリングとしては、前項で記述した通

り fjamJと fkjxJをキーワードにすることで、

携帯電話用 Javaアプリケーションに限定できる。

5.課題

今回の検証はすべて手作業で行った。

まず、アプリケーション属性の記述されたファ

イルを聞き、 DCMESに対応させて fmetaformJ

を使用して手作業で入力し、メタデータを生成し

た。しかし、肝心のアプリケーション属性が詳し
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く記述されているものが少なかった。入力必須項

目のみしか記述していないアプリケーションも

多々あり、検索する上で情報が少なすぎるので、

良い検索結果が得られない場合もあった。

このアプリケーション属性の設定は、言うなれ

ば簡易仕様書のようなものであると思われ、これ

を見ただけでどのようなアプリケーションであ

るかをわかるようにすることも可能である。しか

し、 HTMLでホームページにはアプリケーショ

ンの詳細を記述している作成者でも、この設定に

は力を入れていないというのが現状であった。今

後アプリケーション属性の設定を詳しく記述す

るということが普及すれば、本提案内容のメタデ

ータ構成方式で十分に良いメタデータが生成で

きると考えられる。

それを証明するために、ホームページに書かれ

ている詳細もメタデータに記述したパターンも

検証した。この場合、やはり非常に検索し易いと

いう結果となった。

今後はアプリケーション属性からメタデータ

への自動変換を可能にし、変換ツールをアプリケ

ーション作成者へと配布し、 Webサーバのみな

らず、インターネット上の携帯電話用 Javaアプ

リケーションメタデータの検索を可能にしてい

く予定である白また評価方法として述べたフィル

タリングの検証も行う。

6.まとめ

本稿では、携帯電話用 Javaアプリケーション

検索を行うためのメタデータの構成方式の提案

をし、そのメタデータ検索手法の提案及び検証を

行った。

今後は、キャリアから提供されている携帯電話

用Javaアプリケーション作成支援ツールにより

作成した時点で、メタデータを生成されるように

なることが望ましい。もしくは情報収集エージェ

ントにより、携帯電話用 Javaアプリケーション

を収集し、メタデータへ自動変換を行うようにな

れば良いと思われる。

また、現時点のシステムでは携帯電話の機能上

の問題により、携帯電話での検索をすることはで

きなかった。しかし、今後携帯電話の機能が発達

することによって、このシステムを利用できるよ

うになり、ユーザが快適に目的のものを探せるよ

うになるだろう。
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