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研究背景

食事領域の面積とカロリー量にはカテゴリー個別の関係式がある
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研究背景

実生活における栄養素の表記においては全体カロリー量のみを表示

http://www.pref.kyoto.jp/shoku-kawaraban/hyouji02-8.htmlから抜粋

各食事のカロリー量につい
ては表示されていない
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http://www.pref.kyoto.jp/shoku-kawaraban/hyouji02-8.html


研究目的

全体カロリー量が既知の画像を用いて、領域推定により各食事カテゴ

リごとのカロリー量推定を行う手法を提案

本研究の目的

Long, Jonathan, Evan Shelhamer, and Trevor Darrell. Fully convolutional networks for semantic segmentation. In Proc. of the IEEE conference on computer vision and pattern 
recognition. 2015から図を引用
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提案手法
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領域推定部分とカロリー量推定部分の２つで構成

Calorie Branch
3x3 Conv

1：136kcal
2：200kcal
3：220kcal
：

Multi calorie vector

Average 
pooling

Sum 

pooling

One-hot 

Encoder-decoderwith atrous separable convolution for semantic image segmentation. In Proc. of European Conference on Computer Vision, 2018から図を引用、改変



実験
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給食画像からカロリー量を推定する実験を行った

• モデルA：画像からカロリー量を推定する回帰モデル

• モデルB：モデルA＋マルチラベル

• モデルC(提案手法)：領域推定モデル+回帰モデル

評価画像が違うため参考モデルとして記述

• 會下らの手法：食事検出＋単品食事回帰モデル

Nash, Will, Tom Drummond and N. Birbilis. A review of deep learning in the study 
of materials degradation. npj Materials Degradation 2 (2018): 1-12.から図を引用



実験結果
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合計カロリー量の絶対誤差(kcal)と相対誤差(%)

モデル
絶対誤差
(kcal)

相対誤差
(%)

≤20%誤差 ≤ 𝟒0%誤差

モデルA
(回帰モデル)

45.0 7.3% 99.2% 100%

モデルB
(マルチラベル)

44.2 6.9% 96.1% 100%

モデルC
(領域推定モデル)

74.8 14.6% 80.7% 96.6%

参考モデル
(食事検出+回帰モデル)

136 21.4% 53.0% 85.1%
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各モデルによる60カテゴリのカロリー量の平均推定値の抜粋結果

食事カテゴリ モデルA モデルB 提案手法 参照カロリー量

牛乳 11.5 457.6 123.3 130

ご飯 12.1 50.9 209.4 250

食パン 10.8 7.5 190.3 220

グリーンサラダ 11.9 33.0 68.9 50

豚のロース焼き 12.2 2.5 74.4 240

味噌スープ 10.3 59.9 147.6 159

みかん 9.6 0.5 45.5 50

実験結果


