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は じ め に

計算機に よ る 日本語の 解 析に お い て ， 欧 米の 言語の 解 析と 比べ て ま ず 問題に な る の に 次の 2点が あ り ま す ．

一つ は 形態素解 析の 問題で す ． ワー ド プロ セ ッ サ の 普及な ど に よ っ て 日本語の 入力に は 大き な 問題が な く な り

ま し たが ， 計算機に よ る 日本語解 析で は ， ま ず 入力文内の 個々 の 形態素を認識す る 必要が あ り ま す ． こ れ に は

実用に 耐え られ る だ け の 大き な 辞書も 必要で あ り ， こ れ を如何に 整備す る か と い う 問題も 同時に 存在し ま す ．

も う 一つ の 問題と し て ， 日本語に は 広く 認め られ 同意を得られ た文法， な い し ， 文法用語が な い と い う 現実で

す ． 学校文法の 単語分類お よ び 文法用語は 一般に は 広く 知られ て い ま す が ， 研究者の 間で は あ ま り 評判が よ く

あ り ま せ ん し ， 計算機向き で は あ り ま せ ん ．

日本語の 解 析に 真っ 先に 必要な 形態素解 析シ ステ ム は ， 多く の 研究グルー プに よ っ て 既に 開 発さ れ 技術的な

問題が 洗い 出さ れ て い る に も 係わ らず ， 共通の ツ ー ルと し て 世の 中に 流布し て い る も の は あ り ま せ ん ． 計算機

可 読な 日本語辞書に つ い て も 同様で す ．

本シ ステ ム は ， 計算機に よ る 日本語の 解 析の 研究を目指す 多く の 研究者に 共通に 使え る 形態素解 析ツ ー ルを

提供す る ため に 開 発さ れ ま し た． そ の 際， 上の 二つ 目の 問題を考慮し ， 使用者に よ っ て 文法の 定義， 単語間の

接続関係の 定義な ど を容易に 変更で き る よ う に 配慮し ま し た．

大学で 小人数で 開 発し たシ ステ ム で あ り ， 色々 な 点で 不完全な 部分が あ る と 思い ま す ． 可 能な 限り 順次改 良

を重ね る 予定で す ． 皆 様の 寛容な 利用をお 願い い たし ま す ．

本茶筌シ ステ ム の 原形は ， 京都大学長尾研究室お よ び 奈良先端科 学技術大学院大学情報科 学研究科 に お い て

開 発さ れ た日本語形態素解 析シ ステ ム JUMAN(version2.0) で す ． JUMAN は ， 京都大学お よ び 奈良先端科 学

技術大学院大学の スタ ッ フ お よ び 多く の 学生の 協力を得て 作成し たも の で す ． ま た， 辞書に 関し て は ， Wnn か

な 漢字変換シ ステ ム の 辞書， お よ び ， ICOT か ら公開 さ れ た日本語辞書を利用し ， 独自に 修正を加 え ま し た．

JUMAN 2.0をと も に 開 発し た東京大学の 黒橋禎夫氏， 現在キヤ ノ ン 勤務の 妙木裕氏に は 特に 感謝い たし ま す ．

JUMAN 開 発の き っ か け を作っ て 下 さ っ た長尾真先生に 感謝し ま す ． JUMAN 開 発に 関し て 様々 な 形で 協力

し て い ただ い た筑波大学宇津呂武仁氏に 感謝し ま す ． 奈良先端大在学時の 知念賢一氏に は ， 茶筌シ ステ ム の 開

発に 関し て 多く の 助言をい ただ き ま し た． 奈良先端大在学時の 今一修氏， 今村友明氏， 北内啓氏に は 茶筌 1.0 お

よ び 茶筌 2.0 β 版の 開 発の 際に 山下 達雄氏， 平野善隆氏， 松田寛氏に は 茶筌 2.0版お よ び 茶筌 2.2版の 開 発の 際

に 種々 の 助力をい ただ き ま し た． 両氏お よ び 茶筌の 開 発に 協力い ただ い た松本研究室の メ ン バ ー に 深く 感謝し

ま す ． 奈良先端大の 鹿野清宏教授を代表と す る 「 日本語デ ィクテ ー シ ョ ン 基本ソ フ ト ウ ェ アの 開 発」 グルー プ

の 方々 に は ， IPA品詞体系辞書の 大幅な 整備を行っ て い ただ き ま し た． 特に ， 御尽力い ただ い た法政大学の 伊

藤克亘氏， ASTEM の 山田篤氏に 感謝い たし ま す ． 話し 言葉の 解 析を中心に し て 辞書の 整備に 様々 な 助言をい

ただ い た千葉大の 伝康晴氏に 感謝し ま す ． 奈良先端大在学時の 高林哲氏， 工藤拓氏に は autoconf， automake

化 お よ び RPM パ ッ ケー ジ 作成に 多く の 助言をい ただ き ま し た． ゴ ー チ ュイリ ン 氏， 鄭育昌氏， 呂嘉氏に は 中

国語版辞書の 整備に 尽力し て い ただ き ま し た． ま た， 一人一人の 名を挙げ る こ と は で き ま せ ん が ， 茶筌シ ステ

ム に 対し て 多く の コメ ン ト と 質問をい ただ い た利用者の 方々 に 感謝し ま す ．

平成 19年 3月 30日

本シ ステ ム に 関す る お 問い 合わ せ は 以下 に お 願い し ま す ．

〒 630-0192

奈良県生駒市高山町 8916-5

奈良先端科 学技術大学院大学 情報科 学研究科 自然言語処理学講座

Tel: (0743)72-5240, Fax: (0743)72-5249

E-mail: chasen@is.naist.jp

URL: http://chasen-legacy.sourceforge.jp/
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1 茶筌の 使用法

1.1 イン スト ー ル手順

1. 必要な ツ ー ルをイン スト ー ルす る ．

茶筌をコン パ イルす る に は 以下 の ツ ー ルが 必要で あ る ．

• Darts1 バ ー ジ ョ ン 0.3 以降

• （ シ ステ ム に 標準装備さ れ て い な け れ ば ） libiconv

2. ‘configure’ を実行す る ．� �
% ./configure� �
• Darts の ヘ ッ ダ フ ァ イルを指定す る 場合� �

% ./configure --with-darts=/usr/local/include� �
• libiconvを使う 場合� �

% ./configure --with-libiconv=yes� �
• libiconv の 場所を指定す る 場合� �

% ./configure --with-libiconv=/usr/local� �
コン パ イラ や コン パ イルオプシ ョ ン は 自動的に 設定さ れ る ．

configure の 詳し い 使用法に つ い て は INSTALL あ る い は ‘./configure --help’ の 出力を参照の こ と ．

3. ‘make’ を実行す る ．� �
% make� �

茶筌本体の 実行フ ァ イルは chasen/chasen に ， ラ イブ ラ リ は lib/ に ， 辞書作成の プロ グラ ム は mkchadic/

以下 に 作成さ れ る ． OS 標準の makeを使う と コン パ イルに 失敗す る こ と が あ る ． そ の 場合は GNU make

を使用す る ．

4. ‘make install’ を実行す る ．� �
% make install� �

バ ー ジ ョ ン 2.1 か らイン スト ー ル先デ ィレクト リ が 変更さ れ て お り ， デ フ ォ ルト で は 以下 の 場所に イン ス

ト ー ルさ れ る ． PREFIX は ./configure --prefix で 指定す る こ と が で き る (デ フ ォ ルト は /usr/local)．

1 http://cl.aist-nara.ac.jp/%7etaku-ku/software/darts/
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PREFIX/bin/chasen 茶筌の 実行フ ァ イル

PREFIX/libexec/chasen/ 辞書作成プロ グラ ム

PREFIX/lib/libchasen.* 茶筌ラ イブ ラ リ

PREFIX/include/chasen.h ヘ ッ ダ フ ァ イル

PREFIX/share/chasen/doc/ マ ニ ュアル

ただ し ， 以下 の も の は イン スト ー ルさ れ な い ．

perl/ChaSen.pm Perl モ ジ ュー ル

chasenrc は シ ステ ム イン スト ー ル時に は イン スト ー ルさ れ な い ． 辞書 (ipadic-2.6.0 以降)イン スト ー ル時

に chasen-config か ら chasenrc の パ スを受け 取り ， PREFIX/etc 以下 に chasenrc が な い 場合に 自動的に

コピ ー さ れ る ． 既に PREFIX/etc以下 に chasenrc が あ る 場合コピ ー さ れ な い ため 管理者が 手で 変更す る 必要

が あ る ．

1.2 実行方法

シ ステ ム の 実行フ ァ イルは ， ‘make install’ に よ っ て PREFIX/bin/chasen な ど に イン スト ー ルさ れ る ．

• 形態素解 析の 実行
茶筌は ， 以下 の よ う に chasen コマ ン ド を実行す る こ と に よ り 起 動さ れ る ．� �
% chasen [オプシ ョ ン ] [フ ァ イル名...]� �

標準入力， ま たは 引数で 指定さ れ たフ ァ イルか ら一行ご と に 文を読み込ん で 形態素解 析処理を行な う ．

• 処理内容
コスト 最小 (そ れ ぞ れ の 形態素の 区切り で 最小コスト と の 差が 許容さ れ る コスト 幅以内) の 解 を求め ， 結

果 をオプシ ョ ン に 従っ て 表示す る ． 各 オプシ ョ ン の 意味は 次節に ま と め る ．

• 使用例
入力フ ァ イルを引数と し て 指定で き る ． 以下 に 使用例を示す ．� �

% cat temp

私は 昨日学校へ行き ま し た．

% chasen temp

私 ワタ クシ 私 名詞-代名詞-一般

は ハ は 助詞-係助詞

昨日 キノ ウ 昨日 名詞-副詞可 能

学校 ガッ コウ 学校 名詞-一般

へ ヘ へ 助詞-格 助詞-一般

行き イキ 行く 動詞-自立 五段・ カ 行促音便 連用形

ま し マ シ ま す 助動詞 特殊・ マ ス 連用形

た タ た 助動詞 特殊・ タ 基本形

． ． ． 記 号-句点

EOS� �
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1.3 実行時の オプシ ョ ン

形態素解 析の 実行に つ い て は ， い く つ か の オプシ ョ ン が 用意さ れ て い る ． 以下 に そ れ をま と め る ． -r な ど 引

数をと も な う オプシ ョ ン で は ， オプシ ョ ン と 引数の 間に は 空白が あ っ て も な く て も か ま わ な い ．

• 解 が 曖昧性を含む場合の 表示方法 (曖昧性が な い 場合は ど の 方法も 同じ 表示と な る )

-b 後方最長一致の 解 を一つ だ け 表示す る (デ フ ォ ルト )

-m 曖昧性の あ る 部分だ け ， 複数の 形態素を表示す る

-p 曖昧性の 組合せ を展開 し ， す べ て の 解 を個別に 表示す る

• 各 形態素の 表示方法

-f カ ラ ム を整え て 表示 (デ フ ォ ルト )

-e 完全な 形態素情報を文字で 表示

-c 完全な 形態素情報をコー ド で 表示

の を出力

-v VisualMorphs の ため の 詳細表示

-F format 形態素を format で 指定さ れ た形式で 出力

-Fh -F オプシ ョ ン の 出力フ ォ ー マ ッ ト の ヘ ルプを表示

• そ の 他

-j 句点あ る い は 空行を文の 区切り と し て 解 析

-o file 解 析結果 出力フ ァ イルを指定

-w width コスト 幅を指定

-r rc file rc file を chasenrc フ ァ イルと し て 使用

-R デ フ ォ ルト の chasenrc フ ァ イル (PREFIX/etc/chasenrc)を読み込む

-L lang 言語を指定

-lp 品詞番号と 品詞名の リ スト を表示

-lt 活 用型番号と 活 用型名の リ スト を表示

-lf 活 用型番号， 活 用形番号と 活 用形名の リ スト を表示

-i 入力文の 文字コー ド を選択 (e: EUC-JP, s:Shift JIS, w:UTF-8, u:UTF-8, a:ISO-8859-1)

-h ヘ ルプメ ッ セ ー ジ を出力

-V 茶筌の バ ー ジ ョ ン を出力

-s 制約つ き 解 析

-jオプシ ョ ン に つ い て

茶筌で は 通常， 改 行をも っ て 一つ の 入力文字列の 終了と す る ． そ の ため ， 文の 途中で 改 行が 挿入さ れ て い る

フ ァ イルを解 析し た場合， 正し い 結果 が 得られ な く な る こ と が 多い ．

そ の よ う な と き は -j オプシ ョ ン をつ け る と ， 句読点な ど (デ フ ォ ルト で は 「 ．。！？」 の 4文字) あ る い は 空行

を文の 区切り と し て 解 析を行う よ う に な る ．

ま た， chasenrc フ ァ イルの 「 区切り 文字」 の 項目を指定す る こ と に よ り ， -j オプシ ョ ン をつ け た時の 文の

区切り 文字を設定す る こ と が で き る ．

1.4 出力フ ォ ー マ ッ ト

-Fオプシ ョ ン や ， chasenrc フ ァ イルの 「 出力フ ォ ー マ ッ ト 」 で 出力フ ォ ー マ ッ ト を指定す る こ と に よ り ， 解

析結果 の 出力形式を変え る こ と が で き る ．
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出力フ ォ ー マ ッ ト の 文字列の 末尾に ‘\n’ が あ れ ば ， 各 形態素情報の 表示ご と に 改 行を行い ， 文末の 次に ‘EOS’

の 1行を出力す る ． 末尾に ‘\n’ が な け れ ば ， 1文中の 形態素情報を 1行で 出力し ， 行末に 改 行を表示す る ．

ま た， 出力フ ォ ー マ ッ ト に ‘-f’, ‘-e’, ‘-c’ を指定す る と ， そ れ ぞ れ -f, -e, -c と 同じ 出力形式に な る ．

出力フ ォ ー マ ッ ト の 使用例をい く つ か あ げ る ．

• デ フ ォ ルト (-f オプシ ョ ン ) と 同様の 出力

"%m\t%y\t%M\t%U(%P-)\t%T \t%F \n" ま たは "-f"

• 見出し ， 読み， 品詞をタ ブ で 区切っ て 表示
"%m\t%y\t%P-\n"

• 見出し 語の み
"%m\n"

• 分か ち書き (見出し 語を空白で 区切っ て 表示)

"%m "

• 漢字か な 変換
"%y"

• ルビ つ き 表示． “漢字 (か な )” の 形式で 表示す る ．

"%r ()"

出力フ ォ ー マ ッ ト の 変換文字の 一覧を以下 に 示す ．
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変換文字 機能

%m 見出し (出現形)

%M 見出し (基本形)

%y, %y1 読みの 第一候補 (出現形)

%Y, %Y1 読みの 第一候補 (基本形)

%y0 読み全体 (出現形)

%Y0 読み全体 (基本形)

%a 発音の 第一候補 (出現形)

%A 発音の 第一候補 (基本形)

%a0 発音全体 (出現形)

%A0 発音全体 (基本形)

%rABC ルビ つ き の 見出し (“A漢字 B か な C” と 表示)(※ 1)

%i, %i1 付加 情報の 第一候補

%i0 付加 情報全体

%Ic 付加 情報 (空文字列か “NIL” な ら文字c)(※ 1)

%Pc 各 階 層の 品詞を文字c で 区切っ た文字列

%Pnc 1～ n(n:1～ 9) 階 層目ま で の 品詞を文字c で 区切っ た文字列

%h 品詞の 番号

%H 品詞文字列

%Hn n(n:1～ 9) 階 層目の 品詞 (な け れ ば 最も 深い 階 層)

%b 0(旧版と の 互換性の み)

%BB 品詞細分類 (な け れ ば 品詞)

%Bc 品詞細分類 (な け れ ば 文字c)(※ 1)

%t 活 用型の 番号

%Tc 活 用型 (な け れ ば 文字c)(※ 1)

%f 活 用形の 番号

%Fc 活 用形 (な け れ ば 文字c)(※ 1)

%c 形態素の コスト

%S 解 析文全体

%pb 最適パ スで あ れ ば “*”, そ う で な け れ ば “ ”

%pi パ スの 番号

%ps パ スの 形態素の 開 始位置

%pe パ スの 形態素の 終了位置 +1

%pc パ スの コスト

%ppiC 前に 接続す る パ スの 番号を文字C で 区切り 列挙

%ppcC 前に 接続す る パ スの コスト を文字C で 区切り 列挙

%?B/STR1/STR2/ 品詞細分類が あ れ ば STR1， な け れ ば STR2(※ 2)

%?I/STR1/STR2/ 付加 情報が “NIL” で も “”(空文字列) で も な け れ ば STR1， そ う で な け れ ば STR2(※ 2)

%?T/STR1/STR2/ 活 用が あ れ ば STR1， な け れ ば STR2(※ 2)

%?F/STR1/STR2/ %?T/STR1/STR2/ と 同じ

%?U/STR1/STR2/ 未知語な らSTR1\， そ う で な け れ ば STR2(※ 2)

%U/STR/ 未知語な ら”未知語”， そ う で な け れ ば STR(%?U/未知語/STR/と 同じ )(※ 2)

%% % そ の も の
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変換文字 機能

. フ ィー ルド 幅の 指定

- フ ィー ルド 幅の 指定

1-9 フ ィー ルド 幅の 指定

\n 改 行文字

\t タ ブ

\\ \ そ の も の

\’ ’ そ の も の

\" " そ の も の

※ 1 ipadic で は ，「 行く (い く /ゆ く )」 の よ う に 形態素が 複数の 読みを持つ 場合， そ の 読みを「 {イ/ユ }ク」 の
よ う に ， 半角 の ブ レー スと スラ ッ シ ュを使っ て 表し て い る ． 通常の 読みの 出力 (出力フ ォ ー マ ッ ト の %y)

で は ， そ の 第一候補で あ る 「 イク」 が 出力さ れ ， %y0 を使う と 読み全体で あ る 「 {イ/ユ }ク」 が 出力さ
れ る ．

※ 1 A,B,C,c が 空白文字の 時は 何も 表示し な い ．

※ 2 ‘/’ に は 任意の 文字が 使え る ． ま た， 括 弧 “(){}[]<>”を用い る こ と も で き る ． 以下 に 例をあ げ る ．

• %?T#STR1#STR2#

• %?B(STR1)(STR2)

• %?U{STR1}/STR2/

• %U[STR]

1.5 制約つ き 解 析

「 制約つ き 解 析」 と は ， 入力文の 一部の 形態素情報が 既知で あ る ， あ る い は 境界 が わ か っ て い る と き に ， そ

れ を満たす よ う に 解 析す る こ と を云い ま す 。

たと え ば ，「 に わ に は に わ に わ と り が い る 。」 と い う 文に 対し て ，「 は に わ 」 の 部分が 名詞で あ る と か ，「 に わ と

り 」 の 部分が 一つ の 形態素で あ る と い う よ う に 指定し た上で 解 析す る こ と が で き ま す 。 こ の と き ， 制約に 反す

る 4文字目の 「 は 」 が 単独で 形態素と な っ たり ，「 に わ と り 」 が 「 に わ 」 と 「 と り 」 に 分割 さ れ る よ う な 解 析候

補は 排除さ れ ま す 。

入力書式 制約つ き 解 析の 入力は 茶筌の 標準の 出力と 同じ よ う な フ ォ ー マ ッ ト で あ たえ ま す 。 ( �は タ ブ を表し

ま す )

ただ し 、 読み、 基本形の 情報は 無視さ れ ま す 。� �
に わ \t ニ ワ\t に わ \tUNSPEC

に

は に わ \t ハ ニ ワ\t は に わ \t名詞-一般

に わ と り \t ニ ワト リ \t に わ と り \tUNSPEC

が い る 。

EOS� �
各 行をセ グメ ン ト と 呼び 、 一つ の セ グメ ン ト は 「 形態素指定」「 文断片」「 文末」「 注釈」 の い づ れ か に な り

ま す 。
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• 形態素指定
そ の セ グメ ン ト が (そ れ 以上分割 さ れ な い )一つ の 形態素で あ る こ と を示し ま す 。

形態素指定の セ グメ ン ト は 4 カ ラ ム 目以降に 品詞情報を持ちま す 。 品詞情報の 書式も 茶筌の 標準の 出力

と 同じ で す 。

品詞情報の 代わ り に 「 UNSPEC」 と 書く と 、 セ グメ ン ト の 見出し 語で 辞書を検索し 、 該 当す る 語が 解 析

結果 と な り ま す 。 辞書に な い 語は そ の ま ま 未知語と な り ま す 。

• 文断片
品詞情報が な い セ グメ ン ト は 文断片を表し ま す 。

こ の セ グメ ン ト 内で は 、 制約の な い 場合と 同様に 解 析さ れ ま す 。 ただ し 、 形態素が セ グメ ン ト をま たぐ

よ う な 解 析候補は 生成さ れ ま せ ん 。

• 文末
「 EOS」「 BOS/EOS」「 文末」 で 始ま る 行、 あ る い は 改 行し か 含ま な い 行は 文末で す 。

• 注釈
品詞情報の カ ラ ム を「 ANNO」 と す る と 、 そ の セ グメ ン ト は 注釈に な り ま す 。

注釈は 出力に は 表示さ れ ま す が 、 解 析に は 使わ れ ま せ ん 。 表示は chasenrc に 従い ま す 。

解 析例 以下 に 解 析例を示し ま す 。

入力：� �
$ chasen -s

に わ \t ニ ワ\t に わ \tUNSPEC

に

は に わ \t ハ ニ ワ\t は に わ \t名詞-一般

に わ と り \t ニ ワト リ \t に わ と り \tUNSPEC

が い る 。

EOS� �
出力：� �
に わ \t\t\t未知語

に \t ニ \t に \t助詞-格 助詞-一般

は に わ \t ハ ニ ワ\は に わ \名詞-一般

に わ と り \t ニ ワト リ \t に わ と り \t名詞-一般

が \tガ\t が \t助詞-格 助詞-一般

い る \tイル\t い る \t動詞-自立\t一段\t基本形

。 \t。 \t。 \t 記 号-句点

EOS� �
制約つ き 解 析に お け る 注意点

• 制約つ き 解 析時 “ANNO” を指定し て も chasenrc に 注釈の 指定が な け れ ば 出力に は 何も 表示さ れ な い ．

• 制約つ き 解 析時、 空白品詞機能と 空白読み飛ば し が 無効に な る （ 注釈機能で 代用す る こ と ） ．
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2 chasenrc フ ァ イル

chasenrc フ ァ イルは 形態素解 析プロ グラ ム に 必要な 様々 な 選択肢を定義す る ため に 用い られ る ． こ れ らの 定

義は 通常， PREFIX/etc/chasenrc に 記 述さ れ る が ， 利用者の ホ ー ム デ ィレクト リ の ‘.chasenrc’ と い う フ ァ

イルに 記 述す る こ と も で き る ． 起 動時オプシ ョ ン な ど に よ っ て chasenrc フ ァ イルを指定す る こ と も で き る ． 具

体的に は 次の よ う な 優先順位で chasenrc フ ァ イルが 読み込ま れ る ．

1. (Unix, Windows) 起 動時に -r オプシ ョ ン で 指定さ れ たフ ァ イル．

2. (Unix, Windows) 環境変数 CHASENRC で 指定さ れ たフ ァ イル．

3. (Windows) レジ スト リ HKEY_CURRENT_USER\Software\NAIST\ChaSen の chasenrc に 設定し て あ る

chasenrc

4. (Unix) 利用者の ホ ー ム デ ィレクト リ に あ る .chasen2rc．

5. (Unix) 利用者の ホ ー ム デ ィレクト リ に あ る .chasenrc．

6. (Unix) PREFIX/etc/chasenrc(デ フ ォ ルト で は イン スト ー ルさ れ な い )．

設定項目一覧を以下 に 示す ． こ の う ち，「 DADIC」 ，「 未知語品詞」 ，「 品詞コスト 」 は 必ず 指定し な け れ ば な ら

な い ．

1. 文法フ ァ イルの デ ィレクト リ

文法フ ァ イル (grammar.cha, ctypes.cha, cforms.cha, connect.cha) が 存在す る デ ィレクト リ を指

定す る ．� �
(文法フ ァ イル /usr/local/lib/chasen/ipadic/dic)� �

「 文法フ ァ イル」 は 省略す る こ と が で き ， そ の 場合 chasenrc フ ァ イルが あ る デ ィレクト リ と 同じ デ ィレ

クト リ を指定し たと みな さ れ る ． 茶筌に 付属の 辞書 ipadic1.01 以降の chasenrc フ ァ イルで は 「 文法フ ァ

イル」 は 省略さ れ て い る ．

2. シ ステ ム 辞書

ダ ブ ル配列辞書 (chadic.{da,lex,dat})を， フ ァ イル名か ら末尾の 拡 張子を除い たも の を記 述す る こ と
に よ っ て 指定す る ． 複数組みの 辞書を指定す る こ と も で き る ． ま た， 相対パ ス， つ ま り “/” で 始ま らな

い パ スを記 述す る と ， 文法フ ァ イルと 同じ デ ィレクト リ を指定し たと みな さ れ る ． 例え ば 以下 の よ う に

指定す る ．� �
(DADIC chadic

/home/rikyu/mydic/chadic)� �
上の 記 述で は ， 以下 の 二組の 辞書フ ァ イルが 読み込ま れ る ．

(a) 文法フ ァ イルと 同じ デ ィレクト リ に あ る chadic.{da,lex,dat}
(b) /home/rikyu/mydic/ に あ る chadic.{da,lex,dat}

辞書引き に 際し て は ， こ れ らの 辞書の 両方が 用い られ る 2 ．

2 一組の 辞書に は 同一の 形態素の 登録は 行な わ れ な い が ， 複数の 辞書に 同じ 形態素が 登録さ れ て い る 場合は あ り 得る ． こ の よ う な 場合
は ， 同じ 形態素が 複数得られ る こ と に な る ．
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Darts に よ る ダ ブ ル配列辞書を使う ため に 「 DADIC」 を指定す る ．� �
(DADIC chadic)� �

上の 記 述で は ， 文法フ ァ イルと 同じ デ ィレクト リ に あ る chadic.da, chadic.lex, chadic.dat が 読み込

ま れ る ．

使用す る 辞書の 最大数は ， 32個に 設定さ れ て い る ．

3. 未知語の 品詞

未知語が 発見さ れ た時に ， そ の 語をど の よ う な 品詞と し て 連接規 則を適用す る か を指示す る ． 複数の 品

詞を指定し た時は ， そ れ ぞ れ の 品詞に つ い て 連接規 則が 適用さ れ る ．� �
(未知語品詞 (名詞 サ 変接続)) ; 1個の 品詞を指定

(未知語品詞 (名詞 サ 変接続) (名詞 一般)) ; 複数の 品詞を指定� �
4. 品詞の コスト

形態素解 析プロ グラ ム で は ， 解 析結果 の 優先情報をコスト と し て 計算し て い る ． 解 析に 曖昧性が あ る 場

合は ， コスト の 総計が 低い も の を優先す る こ と に な っ て い る ．「 品詞コスト 」 で は ， 各 品詞の コスト の 倍

率と ，「 未知語」 に つ い て の コスト を定義す る ． コスト は 正の 整数値をと る ．� �
(品詞コスト

((*) 1)

((未知語) 500)

((名詞) 2)

((名詞 固有名詞) 3)

)� �
同じ 品詞に 対し て コスト の 定義が 複数回 指定さ れ て い る 場合は ， 後の も の が 優先さ れ る ． 上の 記 述で は ，

「 名詞」 の 形態素の コスト は 基本的に は 2 倍に な る が ，「 名詞-固有名詞」 以下 に 細分類さ れ る 名詞だ け は

形態素の コスト が 3 倍に な る ． ま た， 先頭の ‘(*)’ の 指定に よ り ， こ こ で 明示的に 定義さ れ て い な い 形態

素の コスト は す べ て 1 倍 (そ の ま ま の コスト 値) と な る ． 未知語の 形態素の コスト 値は す べ て 500 に な る ．

5. 連接コスト と 形態素コスト の 相対的な 重みの 定義

形態素解 析に お け る コスト の 計算は 形態素の コスト と 連接の コスト の 総計と し て 計算さ れ る ． こ れ ら二

種類の コスト に 異な る 重みを掛 け たい 場合に は ， そ れ を指定す る こ と が で き る ． 解 析結果 の コスト は そ

れ ぞ れ の コスト に こ こ で 指定さ れ た重みを乗じ た値の 総計と し て 計算さ れ る ． 省略し た場合の 重みは 1

で あ る ．� �
(連接コスト 重み 1) ; デ フ ォ ルト 値

(形態素コスト 重み 1) ; デ フ ォ ルト 値� �
6. コスト 幅

形態素解 析の 過 程に お い て ， 常に コスト が 最低の 結果 を出す の で は な く ， あ る 程度の コスト 幅を許容し

たい 場合が あ る ． こ の 許容幅を指定す る こ と が で き る ． コスト 幅に お さ ま る す べ て の 解 を出力す る に は

-m オプシ ョ ン や -p オプシ ョ ン を使う ．
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� �
(コスト 幅 0) ; デ フ ォ ルト 値� �

コスト 幅は -wオプシ ョ ン で も 指定す る こ と が で き る ． そ の 場合， -wオプシ ョ ン で 指定し たも の が 優先さ

れ る ．

7. 未定義連接コスト の 定義

連接規 則フ ァ イルに 連接規 則が 定義さ れ て い な い 形態素間の 連接コスト を指定す る ． 未定義連接コスト

を設定し な い か ， あ る い は 0 を指定す る と ， 連接規 則が 定義さ れ て い な い 形態素ど う し は 決し て 連接し

な い と い う 意味に な る ． デ フ ォ ルト は 0．� �
(未定義連接コスト 500)� �

8. 出力フ ォ ー マ ッ ト

出力フ ォ ー マ ッ ト を指定す る こ と に よ り ， 解 析結果 の 出力形式を変え る こ と が で き る ．� �
(出力フ ォ ー マ ッ ト "%m\t%y\t%P-\n")� �

出力フ ォ ー マ ッ ト は -Fオプシ ョ ン で も 指定す る こ と が で き る ． そ の 場合， -Fオプシ ョ ン で 指定し たも の

が 優先さ れ る ． 詳し く は 1.4 節を参照の こ と ．

9. BOS文字列

解 析結果 の 文頭に 表示す る 文字列を指定す る ． “%S”を使う と 解 析文全体を表示で き る ． デ フ ォ ルト は 空

文字列 (何も 表示し な い )．� �
(BOS文字列 "解 析文: [%S]\n")� �

10. EOS文字列

解 析結果 の 文末に 表示す る 文字列を指定す る ． “%S”を使う と 解 析文全体を表示で き る ． デ フ ォ ルト は

“EOS\n”．� �
(EOS文字列 "文末\n")� �

11. 空白品詞

茶筌は ， 半角 の 空白文字 (ASCIIコー ド 32) と タ ブ (ASCIIコー ド 9)を空白と みな し ， こ れ らを無視し

て 解 析す る ． 通常は ， 解 析結果 に 空白の 情報を出力し な い が ，「 空白品詞」 を設定す る こ と に よ り ， 空白

に つ い て の 情報を出力す る よ う に な る ． 例え ば ， 以下 の よ う に 設定す る と ， 空白を「 記 号-空白」 と し て

出力す る ．� �
(空白品詞 (記 号 空白))� �

な お ， 出力フ ォ ー マ ッ ト を “%m” に 設定し て ， 空白品詞を指定す る (品詞は 何で も よ い ) と ， 解 析文と 全

く 同じ 出力が 得られ る こ と に な る ．
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12. 注釈

あ る 文字列で 始ま り あ る 文字列で 終わ る 文字列を注釈の よ う に 扱い ， そ の 文字列の 部分を無視し て 解 析

さ せ る こ と が で き る ． 解 析結果 に は ， そ の 文字列が 一つ の 形態素と し て 出力さ れ る ．

chasenrc フ ァ イルに は ， 開 始文字列， 終了文字列か らな る リ スト と 出力時の 品詞名あ る い は フ ォ ー マ ッ

ト 文字列を記 述す る ． 終了文字列は 省略す る こ と が で き ， そ の 場合， 開 始文字列と 一致す る 文字列自身

を注釈と し て 扱う ． ま た， 出力時の 品詞名あ る い は フ ォ ー マ ッ ト 文字列を省略す る と そ の 形態素に つ い

て の 情報を全く 出力し な く な る ．� �
(注釈 (("<" ">") "%m\n")

(("「 ") (記 号 一般))

(("」 ") (記 号 一般))

(("\"" "\"") (名詞 引用文字列))

(("［ " "］ "))

)� �
例え ば ， 上の よ う に 記 述す る と ， 以下 の よ う に 解 析， 出力さ れ る ．

• <img src="cha.gif"> の よ う に “<” で 始ま り “>” で 終わ る 文字列をそ の ま ま 出力す る ．

• “「 ” あ る い は “」 ” を「 記 号-一般」 と し て 出力す る ．

• “"hello(again)"” の よ う に ダ ブ ルクォ ー テ ー シ ョ ン で 囲ま れ た文字列を「 名詞-引用文字列」 と し

て 出力す る ．

• “［ ちゃせ ん ］ ” の よ う に “［ ” で 始ま り “］ ” で 終わ る 文字列を無視し て 解 析し ， 解 析結果 に は そ

の 文字列の 情報を出力し な い ．

13. 連結品詞

あ る 品詞の 形態素が 連続し て 出現し たと き に ， 一つ の 形態素と し て 連結し て 出力さ せ る と き に 使用す る ．� �
(連結品詞 ((複合名詞) (名詞) (接頭詞 名詞接続) (接頭詞 数接続))

((記 号)))� �
例え ば ， 上の 記 述で は 以下 の よ う に 品詞を連結す る ．

(a) 連続し た「 名詞」「 接頭詞-名詞接続」「 接頭詞-数接続」 を連結し 「 複合名詞」 と し て 表示す る ． な

お ，「 複合名詞」 は 品詞定義フ ァ イル grammar.cha に 記 述し て お く 必要が あ る ．

(b) 連続し た「 記 号」 を連結し ，「 記 号」 と し て 表示す る ．

14. 複合語出力

形態素辞書フ ァ イル (.dic)内で 定義し た複合語に つ い て ， 複合語全体の 形態素情報を出力す る (“複合

語”) か ， 複合語を構成す る 各 単語の 形態素情報を出力す る (“構成語”) か を選択す る こ と が で き る ． デ

フ ォ ルト は “複合語”．� �
(複合語出力 "複合語")� �

な お ， 複合語出力に つ い て は -Oc, -Os オプシ ョ ン に よ っ て も 制御す る こ と が で き る ．
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15. 区切り 文字

-j オプシ ョ ン をつ け た時の 文の 区切り 文字を並べ ， 一つ の 文字列に し たも の を指定す る (1.3節参照)． 区

切り 文字に は 全角 文字， 半角 文字の 両方を使用す る こ と が で き る ． 例え ば� �
(区切り 文字 "。 ．、 ，！？.,!? ")� �

と 定義す る と ， 全角 文字の 「 。 ．、 ，！？」 の い ず れ か ， ま たは 半角 文字の “.,!? ” (空白文字が 入っ て い る

こ と に 注意) の い ず れ か の 文字が 文の 区切り と な る ．

16. 文字コー ド 指定

あ らか じ め 形態素辞書フ ァ イルな ど の 文字コー ド を変更し て コン パ イルし て お く こ と に よ り ， 他の 文字

コー ド の フ ァ イルも 解 析す る こ と が で き る ． そ の 際、 chasenrc に 以下 の よ う に 記 述し て 文字コー ド を指

定す る こ と が で き る ． 例え ば� �
(ENCODE "w")� �

と 定義す る と ， 文字コー ド が UTF-8 で あ る フ ァ イルを入力と す る ． 指定で き る 文字コー ド は e: EUC-JP,

s:Shift JIS, w:UTF-8, u:UTF-8, a:ISO-8859-1．

3 茶筌ラ イブ ラ リ

茶筌ラ イブ ラ リ libchasen.a, libchasen.so を利用す る こ と で ， 茶筌の モ ジ ュー ルを他の プロ グラ ム に 組

み込むこ と が で き る ． ヘ ッ ダ フ ァ イルと し て chasen.h をイン クルー ド す る ． 利用で き る ラ イブ ラ リ 関数・ 変

数は 以下 の 通り で あ る ．

#include <chasen.h>

int chasen getopt argv(char **argv, FILE *fp);

extern int Cha optind;

茶筌に オプシ ョ ン を渡す ． も し 茶筌の 初期化 が 行わ れ て い な け れ ば ， 初期化 を行っ て か らオプシ ョ ン の

設定を行う ． デ フ ォ ルト の オプシ ョ ン の ま ま で よ け れ ば ， こ の 関数を呼び 出さ ず に 以下 の 解 析関数を呼

び 出し て も か ま わ な い ．

argv に は コマ ン ド ラ イン オプシ ョ ン と し て NULL で 終わ る 文字列の 配列を指定す る ． ただ し argv[0] は

プロ グラ ム の フ ァ イル名で あ る ． オプシ ョ ン 指定に 誤り が あ っ た場合， フ ァ イル・ ポ イン タ fp に エ ラ ー

メ ッ セ ー ジ を出力す る ． fp が NULL の と き は 何も 出力し な い ．

オプシ ョ ン 指定に 誤り が な け れ ば 0 を， 誤り が あ れ ば 1 を返す ．

外 部変数 Cha optind に は 処理し たオプシ ョ ン (argv[0]を含む) の 数が 格 納さ れ る ．

以下 に 使用例を示す ． chawan と い う プロ グラ ム に お い て ， ‘-r /home/rikyu/chasenrc.proj -j’ と い

う オプシ ョ ン を茶筌に 渡し て い る ． こ の 関数の 実行後 Cha optind に は 4 が 代入さ れ る ．� �
char *option[] = {"chawan", "-r", "/home/rikyu/.chasenrc.proj", "-j", NULL};

chasen_getopt_argv(option, stderr);� �
#include <chasen.h>
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int chasen fparse(FILE *fp in, *fp out);

int chasen sparse(char *str in, FILE *fp out);

char *chasen fparse tostr(FILE *fp in);

char *chasen sparse tostr(char *str in);

も し 茶筌の 初期化 が 行わ れ て い な け れ ば ， 初期化 を行っ て か ら形態素解 析を行う ． 入力と 出力が フ ァ イ

ルで あ る か 文字列で あ る か に よ っ て ， 4 つ の 関数が あ る ．

chasen fparse(), chasen fparse tostr() は フ ァ イル・ ポ イン タ fp in か ら読み込ん だ 文字列を解 析

す る ． chasen getopt argv() で -j オプシ ョ ン を指定し たと き は ， 句点な ど を文の 区切り と し て 解 析を

行う ．

chasen sparse(), chasen sparse tostr() は 文字列 str in を解 析す る ．

chasen fparse(), chasen sparse() は 解 析結果 をフ ァ イル・ ポ イン タ fp out に 出力す る ． 返り 値は 0

を返す ．

chasen fparse tostr(), chasen sparse tostr() は 解 析結果 を茶筌内部で 確保し たメ モ リ 領域に 格 納

し ， そ の ポ イン タ を返す ． こ の 領域は ， 次に chasen fparse tostr(), chasen sparse tostr() を呼び

出す ま で 有効で あ る ．

4 他の シ ステ ム か らの 利用

4.1 Perl か らの 使用

perl/ChaSen.pmを使う こ と に よ り ， perl か ら茶筌を利用で き る ． イン スト ー ル方法， 使用方法に つ い て は

perl/README を参照の こ と ．
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付録

A 著作権お よ び 使用条件に つ い て

茶筌シ ステ ム は ， 広く 自然言語処理研究に 資す る ため 無償の ソ フ ト ウ ェ アと し て 開 発さ れ たも の で あ る ． 茶

筌の 著作権は ， 奈良先端科 学技術大学院大学情報科 学研究科 自然言語処理学講座 (松本研究室) が 保持す る ． 本

ソ フ ト ウ ェ アの 使用， 改 変， 再配布に つ い て は ， 特に 制限を課 す こ と は し な い が ， 再配布に つ い て は ， 次の 事

項を条件と す る ．

• 再配布さ れ る ソ フ ト ウ ェ アに ， 著作権に 関す る 本節の 記 述と 使用説明書の 表紙裏の ペ ー ジ の 著作権に 関
す る 但し 書き を必ず 含むこ と ．

な お ， 本ソ フ ト ウ ェ アの 著作権者で あ る 奈良先端科 学技術大学院大学は ， 原形あ る い は 改 変さ れ た形で 配布

さ れ た本ソ フ ト ウ ェ アに 関連し て 生じ る 一切の 損失に 対し て 保証の 責を負わ な い こ と と す る ．

ま た， 上に 述べ た著作権は 茶筌シ ステ ム 本体に つ い て の も の で あ り ， ipadic をは じ め と す る 他の 辞書に つ い

て は ， 各 辞書に つ い て の 著作権条項が あ る ため そ ちらを参照す る こ と ．

B 更新履歴

B.1 茶筌 2.3.3 か ら 茶筌 2.4.0 への 変更点

• 制約つ き 解 析の 実装

• Windows 版パ ッ ケー ジ の 再構成

• chasenrc に よ る 文字コー ド 指定

• UTF-8 の 指定文字に ’u’ を追加

B.2 茶筌 2.3.2 か ら 茶筌 2.3.3 への 変更点

• 辞書に 読み， 発音の 情報が な い と き ， %y， %a な ど は 空白を表示す る よ う 変更．

• (MinGW版の み) chasenrc と 文法フ ァ イルの パ スをレジ スト リ で 指定で き る よ う に し た．

B.3 茶筌 2.3.1 か ら 茶筌 2.3.2 への 変更点

• 辞書検索の 高速化

• 活 用形指定辞書の サ ポ ー ト

B.4 茶筌 2.3.0 か ら 茶筌 2.3.1 への 変更点

• PATDIC, SUFDIC の 廃止

• -i オプシ ョ ン (文字コー ド 選択) の 導入

• UTF-8 対応
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B.5 茶筌 2.2 か ら 茶筌 2.3 への 変更点

• ダ ブ ル配列ラ イブ ラ リ Dartsを用い た辞書の 実装

• サ ー バ ・ クラ イアン ト モ ー ド の 廃止

• コマ ン ド イン タ プリ タ の 廃止

• cforms.cha で ， 基本形と し て 定義す る 文字列を変更で き る よ う に し た．� �
(基本形 基本形-一般)� �

B.6 茶筌 2.0 か ら 茶筌 2.2 への 拡 張点

• 辞書と シ ステ ム の 分離
他言語の 辞書整備に よ り ， 辞書と シ ステ ム を分離し た． chasenrc は 辞書側が 持ち， シ ステ ム イン スト ー

ル時に は イン スト ー ルさ い ． 辞書イン スト ー ル時に PREFIX/etc以下 に chasenrc をイン スト ー ルす る

必要が あ る ．

• autoconf, automake, libtool 化

./configure で ， 自動的に 環境を読み込み設定で き る よ う に し た． こ れ に 伴い ， 各 辞書をコン パ イルす

る 際に 必要に な る 情報を出力す る プロ グラ ム chasen-configを導入し た．

B.7 JUMAN 2.0 か ら 茶筌 2.0 への 拡 張点

茶筌 2.0 で は 品詞体系や 連接規 則の 機能な ど を拡 張し た． こ の 機能拡 張版を v-gram版， 従来の バ ー ジ ョ ン

を bi-gram版と 呼ぶ ． v-gram版は bi-gram版と 文法フ ァ イルの 形式が 異な っ て い る ため ， 辞書に 互換性が な

い ． ただ し ， mkchadic/convdicを実行す る こ と に よ り ， bi-gram版の 辞書を v-gram版の 辞書に 変換す る こ と

が で き る ．

convdic は bi-gram版の 辞書が あ る デ ィレクト リ 上で ， v-gram版の 辞書を格 納す る デ ィレクト リ を引数と

し て 実行す る ． 例え ば 以下 の よ う に 実行す る と ， bi-gram版の 辞書が あ る dic と い う デ ィレクト リ と 同じ 階 層

に dic2 と い う デ ィレクト リ が 作成さ れ ， そ の 中に v-gram版の 辞書が 格 納さ れ る ． な お ， convdic実行後， 茶

筌に 付属の dic/Makefile を v-gram版の 辞書が あ る デ ィレクト リ (下 の 例で は dic2) に コピ ー す る 必要が あ

る ． ま た， chasenrc フ ァ イルも 用意す る ．� �
% cd dic

% ../mkchadic/convdic ../dic2

% cp Makefile ../dic2� �
茶筌 2.0 で は デ フ ォ ルト で v-gram版が コン パ イルさ れ る ． ‘make bigram’ を実行す れ ば bi-gram版の 実行

フ ァ イルが 作成さ れ ， bi-gram版の 辞書を利用す る こ と が で き る ．

v-gram版は bi-gram版と 比べ ， 以下 の よ う な 拡 張機能や 変更点が あ る ．

1. 品詞を 2 階 層か ら多階 層に 拡 張し た．

2. 連接規 則を bi-gram の 固定長か ら variable-gram(可 変長) に 拡 張し た． す な わ ち， 連接す る 2個の 単語

(あ る い は 品詞) の 連接コスト だ け で は な く ， 3個以上の 任意の 長さ の 単語 (品詞)列に 対し て 単語 (品詞)

の 連接コスト を記 述で き る ．
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3. *.dic で 「 発音」 と い う 属性を使え る ． 出力フ ォ ー マ ッ ト の %a, %A で 表示で き る ． ま た， cforms.cha で

発音の 語尾を定義で き る ．

4. *.dic で 「 base」 と い う 属性を使え る ． 見出し 語の 基本形な ど を表示す る 際， 活 用を持っ て い れ ば そ の

基本形を， 活 用が な く baseを持っ て い れ ば baseを表示す る ． 英語の 辞書な ど で 使用す る ．

5. chasenrc フ ァ イルの 「 連結品詞」 の 機能を拡 張し ， 複数の 種類の 品詞を別々 に 連結で き る よ う に し た．

6. 空行に 対し て も “EOS”(正確に は BOS文字列と EOS文字列)を表示す る ． つ ま り ， “EOS” の 個数が 入力

文の 行数と 一致す る ．

7. 解 析結果 の デ フ ォ ルト の 出力形式 (-f) で ， 見出し 語な ど の 直後の 区切り が スペ ー スで は な く タ ブ に な っ た．

8. 辞書に 登録さ れ て い な い 単語の 品詞表示を「 未定義語」 か ら「 未知語」 に 変更し た．

9. 形態素辞書フ ァ イル *.dic で 単語の コスト 値が 省略さ れ て い る 場合， bi-gram版で は コスト 値が 10 と な

る の に 対し ， v-gram版で は *.dic 中の 「 デ フ ォ ルト 品詞コスト 」 で 指定さ れ たコスト 値 (指定さ れ て い

な い 場合は 65535) が 用い られ る ．

10. bi-gram版で は 形態素コスト と 連接コスト を内部で 10倍し て い る が ， v-gram版で は そ の ま ま の 値を用い

る ． ま た， bi-gram版で は 形態素コスト の 範囲が 0～ 6553.5(茶筌 1.51以前は 0～ 25.5) で あ る が ， v-gram

版で は 0～ 65535 で あ る ．

11. 連接コスト 0を「 確率 1 で 連接す る 」 と い う 意味に ， -1を「 連接し な い 」 と い う 意味に 変更し た． ま た，

連接コスト の 範囲を -1～ 32767 に 変更し た．

12. 文節区切り の 機能を持つ ， 長さ 0 の 品詞が 使え る ． 品詞定義フ ァ イルで 品詞名の 後ろ に ‘/’ をつ け る と 文

節区切り と し て 機能す る ．

B.8 茶筌 1.5 か ら 茶筌 2.0 への 拡 張点

こ こ で は v-gram 版， bi-gram 版に 共通す る 拡 張点をあ げ る ．

1. chasenrc の 「 文法フ ァ イル」 を省略で き る よ う に し た．「 PATDIC」「 SUFDIC」 が ’/’ で 始ま っ て い な い

場合は ，「 文法フ ァ イル」 の デ ィレクト リ か らの 相対パ スと みな す よ う に し た．

2. 辞書引き に SUFARY を使え る よ う に す る こ と に よ り ， 半角 文字も 検索で き る よ う に し た．

3. SUFARY を使っ て 英語を解 析で き る よ う に し た．

4. -D な し で -R を指定し た場合は Makefile で 指定し た chasenrc (/usr/local/share/chasen/dic/chasenrc

な ど )を読み込むよ う に し た．

5. 文頭・ 文末で 出力す る 文字列を設定で き る よ う に し た．

6. 未知語品詞と そ の コスト を複数指定で き る よ う に し た．

7. chasenrc フ ァ イルで 「 空白品詞」 を指定す る こ と に よ り ， 空白も 解 析結果 に 出力で き る よ う に し た．

8. chasenrc フ ァ イルで 「 注釈」 を指定す る こ と に よ り ， SGML タ グの よ う な 特定の 文字列を空白と 同様に

無視し て 解 析で き る よ う に し た．

9. -lp, -lt, -lf オプシ ョ ン で 品詞や 活 用の リ スト を表示で き る よ う に し た．

10. -o オプシ ョ ン で 出力フ ァ イルを指定で き る よ う に し た．
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11. 出力フ ォ ー マ ッ ト "%?T/STR1/STR2/"を使え る よ う に し た． 活 用が あ れ ば STR1, な け れ ば STR2 を出力

す る ． そ の ほか に %?I, %?B, %?F, %?U も 使え る よ う に し た．

12. 出力フ ォ ー マ ッ ト "%rABC" を導入し ， ルビ を表示で き る よ う に し た．

13. chasenrc フ ァ イルで 「 BOS文字列」「 EOS文字列」 を指定す る こ と に よ り ， 文頭・ 文末で 出力す る 文字

列を設定で き る よ う に し た．

14. BOS文字列， EOS文字列， 出力フ ォ ー マ ッ ト で ， 解 析文全体を表示す る "%S" を使え る よ う に し た．

15. 辞書フ ァ イルの 形態素コスト の 範囲を今ま で の 0～ 25.5 か ら， bi-gram版は 0～ 6553.5 に ， v-gram版は

0～ 65535 に 変更し た．

16. 連接フ ァ イルの 連接コスト の 範囲を 0～ 255 か ら 0～ 32767 に 変更し た．

B.9 茶筌 1.0 か ら 茶筌 1.5 への 拡 張点

1. ラ イブ ラ リ 化 を行い ， 茶筌の モ ジ ュー ルを他の プロ グラ ム に 簡単に 組み込め る よ う に し た．

2. サ ー バ 化 を行い ， クラ イアン ト を用い て 他の マ シ ン か ら解 析を行う こ と が で き る よ う に し た． ま た， ク

ラ イアン ト の Emacs Lisp 版イン タ フ ェ ー スを作成し た．

3. -w オプシ ョ ン で コスト 幅を指定で き る よ う に し た．

4. chasenrc フ ァ イルに 「 区切り 文字」 を指定す る こ と に よ り ， jfgets() の 区切り 文字を設定で き る よ う に

し た． 半角 文字を指定す る こ と も 可 能． ま た， 区切り 文字の デ フ ォ ルト を ”．。！？” に 変更し た．

5. バ ッ フ ァ を動的に 確保す る こ と に よ り ， 文字列が 長い と き で も “Too many morphs” の 警告が 出な い よ

う に し た．

6. 美茶 (ViCha)用出力オプシ ョ ン -v を新設し た．

7. -d オプシ ョ ン と -b を同時に 指定し たと き に -d の 出力形式で 最適解 パ スだ け 表示で き る よ う に し た．

B.10 JUMAN 2.0 か ら 茶筌 1.0 への 拡 張点

1. 辞書検索の 方法を従来の NDBMを用い て 疑似的に TRIE構造を実現す る 方法か ら， 独自開 発の パ ト リ

シ ア木を用い たも の に 変更し た． 解 析に 必要な 辞書の サ イズが 約 4分の 1 に 縮小し た． ま た， 辞書の コ

ン パ イル時間が 3～ 40分の 1 に な っ た．

2. 解 析シ ステ ム の 見直し を行な い ， 高速化 を図っ た． 解 析速度が 約 8～ 11倍に な っ た (JUMAN 2.0 と の

比較 )．

3. 多く の プラ ッ ト フ ォ ー ム で イン スト ー ル可 能に な る よ う に コー ド を書き 直し た． ま た， GNU Cコン パ イ

ラ (gcc) だ け で な く OS 付属の Cコン パ イラ な ど で も コン パ イルで き る よ う に し た．

4. 日本語 EUC だ け で な く ， JIS(ISO-2022-JP) の 文字列も 解 析で き る よ う に し た．

5. 未定義連接コスト の 導入に よ り ， 未定義語の 出力を減らす こ と が で き る よ う に な っ た．

6. 連結品詞を定義で き る よ う に し ， 最適パ スを出力す る 時に ， そ の 品詞の 単語を一単語に 連結し て 表示す

る よ う に し た．
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7. 活 用語尾の 読みを定義で き る よ う に す る こ と に よ り ，「 来る 」「 得る 」 な ど の 読みが ひ らが な で 表示さ れ る

よ う に な っ た．

8. 入力文を改 行コー ド で 区切る の で は な く ， 句点に よ り 区切る オプシ ョ ン (-j) を追加 し た．

9. -r オプシ ョ ン や 環境変数 CHASENRC で chasenrc フ ァ イルを指定で き る よ う に し た．

10. -F オプシ ョ ン や chasenrc フ ァ イルの 「 出力フ ォ ー マ ッ ト 」 で 解 析結果 の 出力形式を変更で き る よ う に

し た．

11. 文法の 見直し を行な い ， 品詞分類「 特殊」 の 下 の 「 括 弧」 を「 括 弧開 」 と 「 括 弧閉」 に 分離し た． ま た，

同じ く 「 特殊」 の 下 に 「 空白」 を定義し た．「 空白」 は 具体的に は 全角 の 空白を表す ．

12. 助動詞の 活 用型に 「 助動詞べ き だ 型」 を追加 し た． 助動詞「 べ き だ 」 の 活 用を従来の 「 ナ 形容詞」 型か

ら「 助動詞べ き だ 型」 に 変更し た．

13. 辞書登録語に つ い て 見直し ， 追加 削除等の 修正を行な っ た．

C JUMAN3.0 と 茶筌 と の 関係に つ い て

JUMAN 2.0 が 1994年 7月に リ リ ー スさ れ て 以降， 京都大学長尾研究室と 奈良先端大松本研究室で は ， そ

れ ぞ れ 異な る 方向で の 拡 張を試みて い ま し た． 京都大学で は ， 従来の bi-gram モ デ ルで は 記 述で き な い 連接関

係を記 述す る ため に 連語処理や 括 弧の 透過 処理な ど の 機能を追加 し ， 文法フ ァ イル， 形態素辞書に 大幅な 修正

を行な っ た拡 張版を作成し て い ま し た． 奈良先端大で は ， 今後大量の 蓄積が 始ま る と 思わ れ る 日本語タ グ付き

コー パ スか ら bi-gram以上の 連接規 則 (単語レベ ルや 品詞レベ ルの 設定も 含む)を自動的に 学習す る 機能を追加

す る ため の 拡 張と ， UNIX の ハ ッ シ ュデ ー タ ベ ー ス NDBM に 依存し な い 辞書の 構築を考え て い ま し た． 後者

の 拡 張は UNIX以外 の OS で の 稼 働を要求す る 声に 対応す る こ と と 辞書の コン パ イル時間と 検索速度の 改 善を

目指し たこ と に よ り ま す ． bi-gram以上の 連接規 則に 対す る 両者の 考え 方が か な り 異な る ため ， 両者の 融合は

見合わ せ る こ と に し ， い ち早く 完成し た京都大学の 拡 張版が 1996年 6月に JUMAN3.0beta と し て 公開 さ れ ま

し た．

奈良先端大で 拡 張を予定し て い た機能に は 下 に 示す よ う な 項目が あ り ， 茶筌 1.0を 1997年 2月に 公開 し ， 以

後， 茶筌 1.5, 1.51, 2.0, 2.2, 2.3を経て ， 茶筌 2.4 に お い て そ の ほと ん ど が 実現さ れ ま し た．

1. (茶筌 1.0) 辞書シ ステ ム の 独自開 発 (NDBM の 棄却, パ ト リ シ ア木の 採用)

2. (茶筌 1.0) 解 析シ ステ ム の 見直し と 高速化

3. (茶筌 1.0) 未定義連接コスト ， 連接品詞， 解 析結果 出力フ ォ ー マ ッ ト の 導入

4. (茶筌 1.0) JIS文字列の 解 析

5. (茶筌 1.0) 活 用語尾の 読みの 定義

6. (WinCha1.0) Windows への 対応

7. (茶筌 1.5) ラ イブ ラ リ 化

8. (茶筌 1.5) サ ー バ 化

9. (茶筌 2.0) 品詞定義の 多階 層化

10. (茶筌 2.0) 接続規 則の 可 変長化

11. (茶筌 2.0) 半角 文字を含む単語の 辞書登録 (SUFARYを利用し た辞書)
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12. (茶筌 2.0) 出力フ ォ ー マ ッ ト の 拡 充

13. (茶筌 2.0) 解 析済みデ ー タ か らの 可 変長接続コスト の 学習

14. (茶筌 2.4) 制約つ き 解 析

D 形態素解 析器の 今後に つ い て

工藤拓氏に よ り MeCab と い う 形態素解 析器が 公開 さ れ て い ま す 3 。 茶筌は 形態素解 析モ デ ルと し て 隠れ マ

ルコフ モ デ ルと い う 生成モ デ ルを用い て い る の に 対し ， MeCab は 条件付確率場と い う 識別モ デ ルを用い て い

ま す 。 工藤氏の 論文 [24] で は ， 新し い モ デ ルの 方が 解 析精度が 向上し たこ と を示し て い ま す 。 MeCab の そ の

他の 特色と し て 「 ソ フ ト わ か ち書き 」 [30]4 を出力す る こ と が あ げ られ ま す 。 現在の 茶筌の 枠組で は ， MeCab

の よ う に 素性（ 特徴量） を自由に 設計で き ず ， こ の よ う な 新し い 解 析モ デ ルに は 対応で き な い で お り ま す 。

辞書関連で も 近年さ ま ざ ま な 改 良が 行わ れ て き ま し た。 新し い JUMAN 辞書5 で は ， 日本語の 基本的語彙を

選別す る と と も に ， 表記 ゆ れ 情報の 整備が 行わ れ て い ま す 。 千葉大の 伝氏の グルー プに よ り UniDic [21] と 呼

ば れ る ， 自然言語処理研究者の みな らず ， 人文系研究者に も 音声処理研究者に も 使い や す い 辞書が 近く 公開 さ

れ る よ う で す 。 奈良先端大で は ， IPADIC の 辞書項目を選別し ， 表記 ゆ れ 情報， 複合語情報を付与し た日本語

辞書を公開 す る 予定で す 。 新し い 辞書で は ， 名前を変更し ， IPADIC で 懸案と な っ て い た ICOT 条項を廃止す

る 予定で す 。 ま た， 奈良先端大で は ， 権利関係の 処理が 終わ り 次第 Penn Chinese Treebank 体系の 品詞が 付与

さ れ た中国語形態素解 析用辞書を公開 す る 予定で す 。 中国語形態素解 析用辞書公開 時に は ， MeCab 作者の 工

藤さ ん と も 協議し て ， ChaSen 用モ デ ルだ け で な く ， MeCab 用モ デ ルも 同時に 公開 し たい と 考え て お り ま す 。

JUMAN, 茶筌, MeCab が 解 決し て い な い 問題と し て ， 未知語（ 辞書に な い 語） の 問題が あ り ま す 。 現在奈

良先端大に お き ま し て 未知語の 問題を解 決す る 機械 学習モ デ ルを開 発し て お り ま す [32, 33]。 い ず れ 、 現在の

茶筌と は 異な る 枠組で 構成さ れ た、 未知語解 析モ デ ルつ き の 形態素解 析器を公開 で き れ ば と 考え て お り ま す 。

3 http://mecab.sourceforge.net/
4 http://mecab.sourceforge.net/soft.html
5 http://nlp.kuee.kyoto-u.ac.jp/nl-resource/juman.html
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