
KDD 2022 Research Track
Learning Optimal Priors for Task-Invariant 

Representations in Variational Autoencoders

Hiroshi Takahashi1, Tomoharu Iwata1, Atsutoshi Kumagai1, Sekitoshi Kanai1, 
Masanori Yamada1, Yuuki Yamanaka1, Hisashi Kashima2

1NTT, 2Kyoto University



1

⾃⼰紹介
• 名前: ⾼橋 ⼤志
• 所属: ドコモ <- NTT研究所 (SIC・CD研) / 京⼤ ⿅島研 D3
• 研究: Variational Autoencoder (VAE) の性能改善
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[Introduction] Variational Autoencoder
• Variational autoencoder (VAE) は、教師なし表現学習のため

の強⼒な潜在変数モデル

downstream applications
(クラス分類/クラスタリング/データ⽣成/分布外検知/etc.)

𝜙 𝜃𝐱 𝐱𝐳

データ

エンコーダ デコーダ𝑝(𝐳)

単純な事前分布 (標準正規分布)

データ潜在変数
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[Introduction]マルチタスク学習
• VAEは強⼒だが、ニューラルネットワークを⽤いているため、

データ数が不⼗分な時は性能が極端に低下してしまう
• この問題を解決するため、本研究では複数のタスクからタスク

不変な潜在変数を学習することに着⽬

𝜙

エンコーダ

𝐳 タスク不変な
潜在変数

マルチタスク データが少ないタスク
にも適⽤可能︕

データ数:少
なタスク

データ数:⼤
なタスク



4

[Introduction] Conditional VAE
• マルチタスクに対して、タスク不変な潜在変数を学ぼうとする

Conditional VAE (CVAE) が広く使われている

𝜙 𝜃𝐱 𝐱𝐳

𝑝(𝐳)

タスク不変な
潜在変数

タスク番号 タスク番号
𝑠 𝑠

データ

エンコーダ デコーダ

データ

単純な事前分布 (標準正規分布)
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[Introduction] CVAEの問題と本研究の貢献
• CVAEは潜在変数へのタスクへの依存性をある程度減らせるが、

多くの場合は依存性が残ってしまうことが知られている
• 本研究の貢献は下記の3点:

1. CVAEのタスク依存性の原因を調査し、単純な事前分布を⽤いている
ことが⼀因であることを明らかにした

2. タスク依存性を減らすための最適な事前分布を提案
3. 提案⼿法を⽤いて学習した表現が、マルチタスク上で良い性能を発揮
することを、理論的・実験的に明らかにした
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<latexit sha1_base64="oe48kSpU4v4VxmcJwBGi8bPtZ7c=">AAADs3icjVFLb9NAEB7XPIp5NIULEheLqFEilWiDykNISIW2CAmQ+iBppWxk2c4mturHxl5HtK7/AH+AAyeQEEJc+Qdc+AMcyhUuiGORuHBg/ChJqaCM5d2Zb+ab+XbX4I4dCkJ2pQn52PETJydPKafPnD03VZo+3wr9KDBZ0/QdP9gw9JA5tseawhYO2+AB013DYevG5kKaXx+yILR977HY4qzj6n3P7tmmLhDSpqVH1NWFZepOfC/R4iwI3HihdWcpSapZaPRiKiwm9GT2d8wtO6kplds5YMRLyOVavDiiPElmw9qg6LhPGaW3k50DlQl1WE+0qeOpfIyUzx3vujPqgDQa2H1LdKjne5FrsIBSpUIHg0jvqleO0FZMXNTiBw+T6v8rpS0WCJWP5Wv7MhRFK5VJnWSmHnYahVOGwpb90mug0AUfTIjABQYeCPQd0CHErw0NIMAR60CMWICeneUZJKAgN8IqhhU6opu49jFqF6iHcdozzNgmTnHwD5Cpwgz5SN6QPfKBvCVfyc+/9oqzHqmWLdyNnMu4NvX04tqPI1ku7gKsEeufmgX04Gam1UbtPEPSU5g5f7j9bG/t1upMXCEvyTfU/4Lskvd4Am/43Xy1wlafQ/oAjT+v+7DTulpvXK/PrcyV5+8WTzEJl+AyVPG+b8A83IdlaIIpvZM+SZ+lL/I1uS0bcjcvnZAKzgU4YLL7C/j4DU8=</latexit>

FCVAE(✓,�) = EpD(x,s)q�(z|x,s) [ln p✓(x|z, s)]
� EpD(x,s) [DKL(q�(z|x, s)kp(z))]

<latexit sha1_base64="R5iKmH4CEPmUQAzNPJKK3ZYfmTM=">AAADjXicnVHLbtNAFL2ueZTwSAobJDYRUSGRUDRBpSBEUQVCsOyDtJXiyBq743hUP6b2JGozzA+wYMuCFUgIIbZsYcOGH2DRT0Asi8SGBdeOqxQqqMq1PHPumXvO3JlxRMBTSciOMWEeO37i5OSp0ukzZ8+VK1PnV9K4n7is7cZBnKw5NGUBj1hbchmwNZEwGjoBW3U27mfrqwOWpDyOHsttwboh7UXc4y6VSNlTxlVhKyuk0nc8ZUmfSap1fY/Y0k/SxpzFI1k9pGwPDvW1tCHq47SRwyRU63pMzo2gox5oW23ucxY+3+c7HPtuZb7aCpgnO5aXUFf9d0P6SDsmvOfLbqlkV2qkSfKoHgStAtSgiIW48gYsWIcYXOhDCAwikIgDoJDi14EWEBDIdUEhlyDi+ToDDSXU9rGKYQVFdgPHHmadgo0wzzzTXO3iLgH+CSqrME2+kLdkl3wm78hX8vOvXir3yHrZxtkZaZmwy08vLv84VBXiLMEfq/7ZswQPbuW9cuxd5Ex2CnekHwyf7y7fXppWV8gr8g37f0l2yCc8QTT47r5eZEsvIHuA1p/XfRCsXG+2ZpszizO1+XvFU0zCJbgMdbzvmzAPj2AB2uAaz4z3xgfjo1k2b5h3zLuj0gmj0FyA38J8+AvILQEq</latexit>

p✓(x|s) =
Z

p✓(x|z, s)p(z)dz = Eq�(z|x,s)


p✓(x|z, s)p(z)
q�(z|x, s)

�

[Preliminaries] CVAEの定式化
• タスク 𝑠 が与えられたもとでの 𝐱 の確率を以下で定義する:

• CVAEは、対数尤度の下界である変分下界 (ELBO)を最⼤化する
ように学習される

デコーダ事前分布 エンコーダ

= ℛ(𝜙)

データ分布
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[Preliminaries]相互情報量
• 潜在変数 𝐳 の タスク 𝑠 への依存性を調べるために、2つの確率

変数間の依存性を測定する相互情報量 𝐼(𝑆; 𝑍) を導⼊する

𝐳 が 𝑠 に依存しているとき、
𝐼 𝑆; 𝑍 は⼤きくなる

𝐳 が 𝑠 に依存していないとき、
𝐼 𝑆; 𝑍 は⼩さくなる

𝐻(𝑆) 𝐻(𝑍) 𝐻(𝑆) 𝐻(𝑍)
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[Proposed]定理1
• CVAEは、相互情報量 𝐼(𝑆; 𝑍) をその上界である ℛ(𝜙)を最⼩化

することで最⼩化している:

• しかし, 𝐷!"(𝑞#(𝐳)||𝑝(𝐳)) が通常⼤きい値を取るため、ℛ(𝜙) は
𝐼(𝑆; 𝑍) のタイトな上界ではない

<latexit sha1_base64="2WF4WdrdpOv468GFxtVHg/eznZs=">AAADZ3icjVFdaxNBFL2b+FHjR1IFKfgSDQ27VMJEioqlULSCpT60iUlLM+myu06SIfvV3UmwHecP+OBrBZ8URMSf4Yt/wIf+hOJjBV988GYTiLFWvcvuPXPuPWfvzNihy2NByIGWSp86febs1LnM+QsXL2Vz05frcdCLHFZzAjeINm0rZi73WU1w4bLNMGKWZ7tsw+4+GNQ3+iyKeeA/Ebsha3pW2+ct7lgCKXNa06hniY5jubKi9ATbLUnDDldGpkjZTo/3h6wtHypThqZcHvc9UzdjQ1GXtURj2ZSrj5W+Y8oJl3Hznno+oaN1Fol8+EvdMGjE2x3RpDRTXFzRqwtbxtx/+P7Rao7GPc+U3cWy2parioYcF2pF39yWetdQC1vDbGTMXIGUSBL546A8AgUYxVqQew8UnkIADvTAAwY+CMQuWBDj04AyEAiRa4JELkLEkzoDBRnU9rCLYYeFbBe/bVw1RqyP64FnnKgd/IuLb4TKPMySL+QDOSKfyUdySH6c6CUTj8Esu5jtoZaFZvbFTPX7P1UeZgGdseqvMwtowd1kVo6zhwkz2IUz1Pf39o+q9yqzskjekq84/xtyQD7hDvz+N+fdOqu8hsEFlH8/7uOgfqtUvl2aX58vLN0fXcUUXIMboON534EleARrUANH62gvtX3tVeownU1fTc8MW1PaSHMFJiJ9/Sf28+nG</latexit>

R(�) ⌘ EpD(x,s) [DKL(q�(z|x, s)kp(z))]

= I(S;Z) +DKL(q�(z)kp(z)) +
KX

k=1

⇡kI(X
(k);Z(k))

𝑠 = 𝑘 の時の
𝐱, 𝐳 間の相互情報量

𝜋! = 𝑝(𝑠 = 𝑘)𝑞" 𝐳 = ∫ 𝑞" 𝐳 𝐱, 𝑠 𝑝# 𝐱, s d𝐱
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[Proposed]事前分布の効果

!
!"#

$
"!# $ ! ; & !

'$% (& ) ∥ + )

ℛ -

# .; &

Proposed 
Method

𝐷$%(𝑞"(𝐳)||𝑝(𝐳)) が通常⼤きい値を
取るため ℛ(𝜙) は 𝐼(𝑆; 𝑍) に対する
タイトな上界ではなくなっている

𝑝 𝐳 = 𝑞" 𝐳 の時、 ℛ(𝜙)は 𝐼(𝑆; 𝑍)
に対して最もタイトな上界となる

(他項は事前分布に依存しないため) 

• つまり、単純な事前分布 𝑝(𝐳) がタスク依存性の⼀因であり、
𝑞# 𝐳 がタスク依存性を減らすための最適な事前分布である
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[Proposed]定理2

• 最適な事前分布を⽤いた変分下界 ℱ$%&'&()(𝜃, 𝜙) は、常に元々
の変分下界 ℱ*+,-(𝜃, 𝜙) よりも⼤きい値を取る:

• つまり、ℱ$%&'&()(𝜃, 𝜙) は ℱ*+,- 𝜃, 𝜙 と⽐べて、より良い対数
尤度の下界になっている

• 対数尤度を⼤きくするほうがより良い⽣成モデルとなるため、
提案⼿法のほうがより良い表現を学習できる

<latexit sha1_base64="cReRpIFFkHRHyAEW/aHr3JatyTY=">AAADWXicnZHPaxNBFMffZv0R1x+N9iJ4CYaWBEuYlKIiCNWqCHpIW5MWu2WZnU6SoftjOjsJtMuCV/sPePDUgoj4Z3jxH/BQ/AvEYwu9ePDtZrVqbQudZWfe+773efNmxpWeiDQhO0bBPHP23PniBevipctXRkpXr7WjsK8Yb7HQC9WiSyPuiYC3tNAeX5SKU9/1+IK7OpPGFwZcRSIMXuh1yZd92g1ERzCqUXJKe7ZPdY9RL36SOHHmKD9uqlCGEV9JkmomuZ3Y1j2uaTLx25c9kdSs+//lZ9oPHp/I3nrkxM+eJ9W1nPsVOOA2kprd5kqX5Z9SzbK7fK18+o0tp1QhdZKN8mGjkRsVyEczLL0HG1YgBAZ98IFDABptDyhE+C1BAwhI1JYhRk2hJbI4hwQsZPuYxTGDorqKcxe9pVwN0E9rRhnNcBcPf4VkGcbIF/KB7JLP5CP5Rn4cWSvOaqS9rOPqDlkunZHN6/P7J1I+rhp6B9SxPWvowN2sV4G9y0xJT8GG/GDjze78vbmxeJxsk+/Y/xbZIZ/wBMFgj72b5XNvIX2Axr/XfdhoT9Ybt+tTs1OV6Yf5UxThBtyEKt73HZiGp9CEFjDjpfHKeG1sFr6ahlk0rWFqwciZUfhrmKM/AQbF6Kc=</latexit>

FProposed(✓,�) = FCVAE(✓,�) +DKL(q�(z)kp(z)) � FCVAE(✓,�)
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[Proposed] ℱ!"#$#%&(𝜃, 𝜙)の最適化
• ℱ$%&'&() 𝜃, 𝜙 = ℱ*+,- 𝜃, 𝜙 + 𝐷!"(𝑞#(𝐳)||𝑝(𝐳)) は、 KL情報量
𝐷!"(𝑞#(𝐳)||𝑝(𝐳)) を計算することで最適化できる:

• 𝑞# 𝐳 /𝑝(𝐳) は、2つの確率分布の⽐を、両分布からのサンプル
を⽤いて近似できる密度⽐推定を⽤いて近似することができる
(Section 3.3 参照)

<latexit sha1_base64="PVz8Nq1rbUNMiC1/ST13WyzPjus=">AAADDHichVHLShxBFL3dUWPG15hsAm4GB2XcDDVGkhAiiHEh6MJHZhRsabrLGqewX1bXDGjRP+Ai2yyyUhARt+7ElRDyAy78hJClATcuvN3T4gvH21TXuafuuXWqyg4cHkpCLjT9VVt7x+vON5mu7p7evmz/20ro1wVlZeo7vli2rZA53GNlyaXDlgPBLNd22JK98S1eX2owEXLf+y63ArbqWuser3JqSaTM7MGUqWZmo8KmqQzXkjW7qoygxqOocJtuRyNGhQmZC+5TI8PjBvdkrrXO8YyqsKhqWRWpB52jBAtXrUV3bMbM5kmRJJF7CkopyEMac372AAxYAx8o1MEFBh5IxA5YEOK3AiUgECC3Cgo5gYgn6wwiyKC2jlUMKyxkN/C/jtlKynqYxz3DRE1xFweHQGUOhsg5OSSX5A85In/J9bO9VNIj9rKFs93UssDs23m/ePWiysVZQu1O1dKzhCp8Trxy9B4kTHwK2tQ3tn9eLn5ZGFLDZI/8Q/+75IKc4Qm8xn+6P88WfkH8AKXH1/0UVEaLpY/Fsfmx/MRk+hSdMACDUMD7/gQTMA1zUAaq9WgftK/auP5DP9ZP9NNmqa6lmnfwIPTfN8qWzOQ=</latexit>

DKL(q�(z)kp(z)) =
Z

q�(z) ln
q�(z)

p(z)
dz
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[Proposed]理論的な貢献
• 本研究の理論的な貢献は下記:

• 続いて、実験的に提案⼿法の評価を⾏う

• 単純な事前分布がタスク依存性の⼀因であることを明らかにした
• タスク依存性を減らす最適な事前分布として𝑞! 𝐳 を導⼊

• ℱ"#$%$&'(𝜃, 𝜙) は良い対数尤度の下界であり、CVAEよりも良い表現の
学習を可能にする

定理1

定理2
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[Experiments]データセット
• ⼿書き数字 (USPS and MNIST)、住居番号 (SynthDigits and 

SVHN)、顔画像 (Frey, Olivetti, and UMist) のデータセットを
⽤いて評価する
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[Experiments]設定
• ⼿書き数字に対して、2タスク上で学習し、ターゲットタスク上

で性能を評価する実験を⾏う:
• ソースタスクは⼤量のデータがある
• ターゲットタスクは100個だけデータがある
• ペアは (USPS→MNIST)、(MNIST→USPS)、(SynthDigits→SVHN)、

(SVHN→SynthDigits) の4通り

• 顔画像に対して、1個の学習器を3タスク上で学習し、各タスク
上での性能を評価する実験を⾏う
• 顔画像はデータ数が少ないため、全てのタスクでデータが少ない場合での

性能を評価できる
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[Results]定性評価: 表現の可視化
Visualization of latent variables on USPS→MNIST

VAE CVAE Proposed
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[Results]定量評価: 密度推定

VAE CVAE Proposed
USPS→MNIST −163.25 ± 2.15 −152.32 ± 1.64 −+,-. ./ ± .. /0
MNIST→USPS −235.23 ± 1.54 −1++. +/ ± .. 22 −1+1. ++ ± +. ,/
Synth→SVHN 1146.04 ± 35.65 1397.36 ± 10.89 +,7.. 18 ± ++. ,,
SVHN→Synth 760.66 ± 8.85 814.63 ± 10.09 /22. 2+ ± ++. ,+
Face Datasets 895.41 ± 2.98 902.99 ± 3.69 -+7. ./ ± 2. .2

他の⼿法と⽐べて同等もしくはそれ以上の性能を達成
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[Results]定量評価: Downstream Classification

VAE CVAE Proposed
USPS→MNIST 0.52 ± 2.15 0.53 ± 0.02 ). *+ ± ). ),
MNIST→USPS 0.64 ± 0.01 0.67 ± 0.01 ). 01 ± ). )2
Synth→SVHN 0.20 ± 0.00 ). 2, ± ). )) 0.19 ± 0.00
SVHN→Synth 0.25 ± 0.01 0.25 ± 0.00 ). 2* ± ). ))

他の⼿法と⽐べて同等もしくはそれ以上の性能を達成
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まとめ
• 本研究の貢献は下記の通り:

• 単純な事前分布がタスク依存性の⼀因であることを明らかにした
• タスク依存性を減らす最適な事前分布として𝑞! 𝐳 を導⼊

• ℱ"#$%$&'(𝜃, 𝜙) は良い対数尤度の下界であり、CVAEよりも良い表現の
学習を可能にする

定理1

定理2

• 提案⼿法が複数のデータセット上でより良い性能を達成
実験
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Road to KDD2022 Acceptance
• 他の会議で3回リジェクトされました (しかも2年越しです)

• ⼀番⼤きかったのは論⽂のストーリーの変更
• 元々は「VAEを⽤いたマルチタスク密度推定」というストーリーでしたが、

「マルチタスク表現学習」に変更したところ、無事採択されました
• ⼼が折れた時には⼀から⾒直すのが良いという学びでした

AISTATS2020
Reject

IJCAI2020
Reject

NeurIPS2020
Reject

KDD2022
Accept

2020.1 2020.4 2020.9 2022.5
研究どころ
じゃない
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ご清聴ありがとうございます

論⽂、スライド、ポスターは下記にあります


