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研究成果の概要（和文）：重みつき有限状態トランスデューサ（WFST）による音声認識の高度

化と、WFST デコーダの新たな応用展開を目指して研究を行い、以下の種々の成果を上げるこ

とができた。WFST デコーダの on-the-fly 合成アルゴリズムの改良を行い、世界最高性能の音

声認識デコーダ（T3デコーダ）を開発した。これにさらに音声・非音声情報を組み込み、雑音

下での認識性能を向上させた。開発したデコーダを、大規模コーパスを持たない音声や、複数

言語が混在して用いられる音声の認識、transliteration などに適用し、効果的なアルゴリズム

を提案した。さらに、デコーダ技術の新たな展開となるアイディアを創出した。開発した T3

デコーダを、国内外に公開した。 

 

研究成果の概要（英文）：With the aim of improving the performance of automatic speech 

recognition using the Weighted Finite State Transducer (WFST)-based decoder and 

developing new applications of the decoder, a wide range of research has been conducted 

and various achievements have been obtained.  The world highest performance speech 

recognition decoder, “T3 decoder”, has been developed by improving the on-the-fly algorithm 

for the WFST decoder.  Recognition performance under noisy environment has been 

improved by incorporating speech/non-speech information to the decoder.  Various new 

techniques have been developed to apply the decoder to the recognition of 

resource-deficient languages and code-switching speech, and to transliteration.  

Innovative ideas have been proposed toward new directions of the decoder technology.  T3 

decoder has been released to domestic as well as overseas research laboratories. 
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１．研究開始当初の背景 

 近年、音声認識技術が進展し、電話サービ
ス、放送ニュースへの字幕の自動作成、議会
などでの議事録作成の自動化、音声ドキュメ
ントの検索、カーナビなど、様々なところで
使われるようになってきた。しかし、自由な
話し言葉音声の認識や、雑音中の音声認識で
は、依然として低い認識性能しか得ることが
できない。現在の音声認識では、基本的に
HMM（隠れマルコフモデル）で表現された
音素情報と、バイグラム・トライグラムなど
の統計的言語モデルによる単語連鎖情報の
組合せによる認識処理が行われている。一方、
人がどうやって音声認識をしているかを考
えてみると、相手の声や話し方、周囲の雑音
などの影響にすばやく対応し、話題、対話の
流れ（コンテキスト）などの多様な情報を巧
みに組み合わせて、相手の声を認識している。
従って、コンピュータによる音声認識でも、
認識性能の向上のためには、多様な情報を有
効に組み合わせる必要がある。 

 近年、新しい音声認識の枠組みとして、重
みつき有限状態トランスデューサ（WFST: 

Weighted Finite State Transducer）を用い
た音声認識手法が提案された。この枠組みで
は、上記の HMM、統計的言語モデルなどの
情報をすべて WFST の形式で表現し、それら
を合成演算により一つに合成することで、音
声認識結果としての仮説を探索するネット
ワークを構築する。合成演算には最適化の機
能があるため、従来の 2 パスからなる音声認
識手法に比べて、効率的で精度の高い認識を
行うことができる。 

 しかし WFST による音声認識では、すべて
のモデルを組み合わせて一つのネットワー
クに合成するため、そのネットワークが肥大
化し、認識時に大きなメモリーが必要となる
欠点があった。また、話題の変化などに対応
して言語モデルなどを変更する際には、探索
ネットワークを再構築する必要があるため、
大きなオーバーヘッドを発生する問題があ
った。これらの欠点を克服する方法として、
あらかじめ複数のネットワークに分けてお
いて、認識の過程で合成する on-the-fly 合成
法が提案されているが、これによって合成処
理のオーバーヘッドが発声するだけでなく、
ネットワーク全体としての最適化ができな
くなるため、探索効率と認識精度が低下する
問題があった。 

 また、WFST によるデコーダには、その優
れた原理から、音声認識に用いるだけでなく、

他の種々の分野への適用可能性があるが、そ
の観点からの検討は十分に行われていなか
った。 

 

２．研究の目的 

 上記の課題に対応するため、本研究では、
on-the-fly 合成法の高度化と、雑音耐性の向
上を中心とする、WFST 音声認識デコーダの
機能の総合的な高度化を目指した。さらに、
音声以外の新たな応用分野の開拓を目指し、
多様な用途に適用可能なフレキシブルなデ
コーダを実現するとともに、その可能性を実
証することを目的とした。 

 

３．研究の方法 

 上記の目的を達成するため、WFSTデコーダ
の on-the-fly合成アルゴリズムの改良、WFST
による音声認識デコーダの環境適応機能の
高度化、その評価、WFSTによる音声認識デコ
ーダを用いた新たなアプリケーションの開
発、次世代の音声認識デコーダのアイディア
の創出、音声認識以外の分野への適用につい
て研究を行った。さらに、開発した音声認識
デコーダを、我が国のみならず、世界中の研
究者、技術者に利用・活用・評価してもらう
仕組みを構築することを目指した。 
 
４．研究成果 
(1) WFST デコーダの On-the-fly 合成アルゴ
リズムの改良 
 音声認識で利用するモデルの大規模化を
実現するため、認識時に探索ネットワークを
動的に合成する方法（on-the-fly合成）の高
速化を実現した。過去に提案した最適化付き
on-the-fly 合成手法に高速化のための技術
を追加した。具体的には、WFSTのトポロジー
の最適化、合成演算で利用する半環演算の最
適化、二つのラベル集合の高速な積集合計算
法を実装した。その結果、ネットワークの拡
大を抑えて探索効率の低下を減らすととも
に、合成処理によるオーバーヘッドを大幅に
減らすことに成功した。 
評価実験の結果、日本語話し言葉コーパス

(CSJ)を用いた大語彙音声認識タスクにおい
て、大幅な認識速度の改善が得られることが
確認できた。また、これにより、数十万語の
超大語彙タスクにおいて、実時間の音声認識
を実現することに成功した。 
 
(2) 音声・非音声情報のデコーダへの組み込
み 



 高雑音環境下において頑健な音声認識を
実現するため、音声・非音声性スコアを組み
込んだデコーダを実現した。音声・非音声特
徴を表現する二つの混合ガウスモデル（GMM）
により、音声・非音声の信頼度をフレーム毎
に算出し、その値を用いて、音声・非音声に
対応する認識仮説の音響尤度を調整する。こ
の手法は、従来のフロントエンドで非音声の
フレームを棄却する手法に比べて、音声フレ
ームを誤って棄却するエラーを削減するこ
とができ、このため、高雑音環境下など、音
声・非音声の判定が難しい環境下において、
認識精度を改善することができる。運転中カ
ーナビ音声コーパス(DJSC)を用いた音声認
識タスクにおいて、本手法により、従来の一
般的なフロントエンド型 VAD（音声区間検出）
手法（零交差とパワーの閾値による手法、お
よび音声・非音声 GMMの尤度比を利用する手
法）と比べて、大幅な認識率の改善が確認さ
れ、本手法の有効性が確かめられた。 
 また、上記の GMM を、雑音環境や話者の音
声の変化に自動的に適応させることにより、
雑音環境での音声認識性能が大幅に向上す
ることを確認した。 
 さらに本手法を、国際的な標準データベー
スである Aurora コーパスに適用し、種々の
雑音環境において、従来法を上回る音声認識
性能を有することを確認した。 
 
(3) T3デコーダの性能評価 
 開発した WFST に基づく T3 デコーダ
（Tokyo-Tech Transducer-based decoder）
の性能を、国際的に定評のある３つのデコー
ダ（Juicer、HDecode、Sphinx3）の性能と比
較し、実時間比（認識時間）に対する認識精
度において、T3デコーダが最も優れているこ
と、さらに音響尤度計算に GPU を用いること
によって、その特徴がさらに顕著になること
を確認した。 
 
(4) アイスランド語の音声認識 
 英語、日本語、中国語、フランス語、ドイ
ツ語などの主要言語を除く、世界中のほとん
どの言語において、統計的言語モデルを作成
するのに必要な、十分な音声データベース
（コーパス）が存在しないという問題がある。
この問題に対処するため、文法的に英語に比
較的近いが、大規模コーパスが存在しないア
イスランド語を取り上げ、大規模コーパスが
存在する英語で作成した言語モデル、当該言
語（アイスランド語）に対して収集した小規
模のコーパスから作成した言語モデル、およ
び両言語間の翻訳モデルを、WFST の枠組みで
組合せ、音声認識を行う方法を実現した。実
際の音声を用いた認識実験の結果、提案法の
有効性が確認された。 
 

(5) 複数言語混在音声の認識への適用 
インドネシア語の音声認識において、英語

とインドネシア語が文間、あるいは文内で入
れ替わる状況（code-switching）に対応する
ため、code-switching言語モデルと、単独の
言語の言語モデルを組み合わせる 2種類の方
法を検討し、それぞれ認識タスクの特徴に対
応して特長があることが確認された。 
 
(6) 音声認識誤り訂正の容易なインタフェ
ースの検討 
音声認識を用いた入力インタフェースに

おいて、ユーザが認識結果候補を参照しなが
ら逐次的に誤りを訂正する過程で、更新され
た言語モデルを用いて、候補単語リスト中で
の正しい単語のランクを自動的に上げるこ
とにより、誤り訂正を容易にする方法を提案
し、その有効性を実験的に確認した。 
 
(7) デコーダ技術の新たな展開 
T3デコーダをSilverlight plugin中で動作

させることにより、Web ブラウザで音声認識
が実現できることを示した。また、純粋関数
型言語で WFST デコーダをプログラミングす
ることによって、デコーダのプログラムが桁
違いにコンパクトになり、デコーダを含む音
声認識システムの拡張などを容易に行う環
境が構築できることを示した。 
 
(8) Transliterationへの WFSTデコーダの適
用 
 Joint source channel model (JSCM)を用
いた transliteration（固有名詞を別の言語
の文字に置き換えること、例えば、英語の固
有名詞のカタカナ読み）に、WFST デコーダを
用いることにより、処理の高速化を実現した。 
 
(9) 眼電位入力インタフェースへの適用 
筋委縮性側索硬化症（ALS）において、眼

球運動だけが最後まで障害されないことに
基づき、眼電位を用いて眼球動作を認識する
方法について検討した。複数電極からの電位
入力に対して音声認識デコーダを用いた認
識実験を行い、眼電位を用いたコミュニケー
ションの可能性を確認した。 
 
(10) デコーダの公開 
 T3 デコーダを NICT（独立行政法人 情報通
信研究機構）に譲渡し、NICTから国内・国外
の音声認識研究者を対象に公開を開始した。
今後のメンテナンスを NICTに委託した。 
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