
固定した２値化では、数字とノイズをきれいに分離することが
困難です。OpenCVでは領域毎に閾値を変化させたり、膨張・
収縮といったノイズを除去するための画像処理も容易です。
図２はノイズ対策を行って画像処理をした結果になります。ノ
イズの分離が数字の判定精度を上げるうえで重要な要素とな
ります。

冷凍庫の温度表示からモニタリングした結果を図３に示しま
す。庫内温度が-23.0 ℃から-26.5 ℃の間で制御されているこ
とがわかったほか、８時間に１度の霜取運転も問題なくモニタリ
ングすることができました。撮像画像は軽量化のうえ保存され
ており、後からでも確認することが可能です。

まとめ
IoTの活用は対象とする物や周囲の環境・制限などによって、

目的達成のための手段は様々です。近年、ハードウェアでもソ
フトウェアにおいても利用できる高機能なリソースが増えてい
ます。一度に大きなコストを掛けて本格的なシステム導入をす
る前に、まずは身近な所から検証を行い、結果からみえてきた
課題や要望などを整理したうえで、本格的な導入に向けた検討
をすることも可能です。

はじめに
現実世界の様々なものがインターネットにつながるIoTは
多様な場面で活用されています。データの収集による作業の
見える化や得られたデータの分析は、これまで漠然としていた
作業の最適化や新たな課題の発見につながります。一方で、ど
のような課題に対してIoTを活用して取り組むのがよいのか、
またその費用対効果への懸念といったハードルなどがあり、本
格的なシステム導入の前に手軽に検証できる環境が重要で
す。今回、安価で簡便なIoTの活用事例検討として、信号出力
のない冷凍庫の温度表示（７セグメントディスプレイ）を対象
に、現場にいなくても温度のモニタリングが可能なシステムを
検討しました。

システムの概要
温度のモニタリング手法として、汎用性の観点より、画像か

ら数字を判定してデジタルデータとして取得する手法を検討し
ました。用意したデバイスは、シングルボードコンピュータであ
るRaspberryPiとモニター撮像用のカメラというシンプルな構
成であり、プログラミング言語にはpythonを利用し、画像処理
にはOpenCVを利用しました。画像から数字を判定する手法と
して、①特徴量マッチング、②OCR、③セグメント有無判定の３
つの手法を検証しました。今回の環境においては、③の方法が
最も精度が高い結果となり、ここではその検証を取り上げてご
紹介します。

画像からの数字判定
７セグメントディスプレイで表示される数字は、点灯するセグ
メントが数字毎に決まっています。そのため、各セグメントの点
灯状況を個別に確認することで、表示されている数字が何な
のかを判定することができます。図１は数字の「８」を例にした
ものです。まず数字をセグメント毎に７つの領域に分割し、それ
ぞれに番号をつけます。次に、各領域内における黒ピクセルの
量から点灯の有無を判定します（有は「１」、無は「０」として処

理）。例の場合、セグメント番号順に
[1,1,1,1,1,1,1]と表現されます。こ
れが数字の「０」だった場合、
[1,1,1,1,1,0,1]と表現されるため、
違う数字として判断できます。
元となる画像は２値化処理による
白黒表示に変換しますが、カメラで
撮像した画像は、照明など周囲の外
乱光により輝度がまばらです。その
ため白黒を判定する輝度の閾値を
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安価で簡便なIoT活用事例の検討研究報告

企画連携課　中川 高晃

図１　セグメント判定

　生産設備のIoT化は機器の稼働状況管理など生産性の効率化に有用ですが、コストや費用対効果といった面がシステム導入の障
壁となります。また、既存の計器類の中には信号を外部に出力する機能がない場合もあります。そこで今回、安価で簡便なIoTの活
用事例検討として、信号出力がない冷凍庫の温度表示（７セグメントディスプレイ）から温度をデジタルデータとして取得し、モニタリ
ングすることを試みました。

図３　モニタリング結果

図２　ノイズ対策を行った画像処理

立場になって使ってみて評価し、さらに考えていきます。
　今回は薬のシートを切り貼りして3列
のシートを作ってみました。
・うん、これはいい！ 薬剤師さんの手間も
省けるし。
・患者さんは「よくできてるなぁ」などと思

わないだろうね。普通に服用するだけ。でも違和感を持たず
に普通に使えるというのは、実は上質のデザインなのだ。
・待てよ、どうせ3列にするなら朝、昼、晩用が分かるようにすれ
ばどうだろ？　

　地色を3色に分け、朝はブルー、昼はオ
レンジ、夜はグレーにしてみた。
・これなら「あれ？ 朝の薬を飲んだかな？」
と迷うこともなくなるぞ。
　しかし一方で新たな課題も出てくると

思われます。
・「朝晩に2回」とか「毎食後2錠ずつ」とかの薬の場合はどうし
たらいい？　時と場合により処方の内容は変わるだろう。
・確かに良いけどコストをかけて製造設備を更新しても、薬の
単価には転嫁できないだろう。さて企業としてどう臨むか。

 事例-2　エレベータの中のドア開閉ボタン
　あとから来た人のために「開く」
ボタンを押すつもりが「閉じる」を
押してしまった。とっさの時に間違
えそうな、似通ったボタン。間違え
るデザインは悪いデザイン。では
間違えないデザインは？と、まずは
図柄を考えて、実際のボタンの上
に貼り付けてみました。例えば下
のようなデザインだと押し間違い
が減るのではないでしょうか。

・しかし待てよ、そもそも閉じるボタンって必要なの？
　そう、前提条件を疑ってみる。「閉じる」を押さなくても2～3
秒待てばドアは自動で閉じるのだから、いっそ無くしてしまって
は？　それもまた「間違えないボタン」のデザインです。そこで
年齢、性別、職業、いろんな人に「どんなときに閉じるボタンを押
していますか」と聞いてみました。決して「閉じるボタンは必要で
すか」と問わないのもデザイン思考。その背景を深く洞察でき
るような聞き方をします。
　その結果、私が想像もしなかったような理由で「閉じるボタ
ン」を欲する声も返ってきました。それらを踏まえてさらにどう
すればいいか。デザイン思考はまだ続きます。
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Point-1： 既成概念に囚われない　前提条件さえ疑う
　デザイナーはおよそ、先入観を持たない、既成概念に囚われ
ない、前提条件さえ疑ってかかる。乱暴に云えば、物事をつい
斜めから見るアマノジャク。この「クセ」を自分にも習慣づける
ことがデザイン思考の第一歩となります。
Point-2： いろんな立場の人が一緒になって考える
　問題に直面している人たちだけでなく、作る人、売る人、使う
人、いろんな職種、年齢、立場の人がフラットな場で疑問や意
見、アイデアを出し合いながら一緒になって最適解を求める。
お互いに刺激し合い、あたかもセッションするように。これがデ
ザイン思考を進める二つ目のポイントです。これらを踏まえて
身近な事例に対し、デザイン思考を実践してみました。

 事例-1　処方された薬が9錠入っていた
　風邪気味でお医者さんに行ったら、毎食後に1錠飲む薬が3

日分出ました。薬袋から出てきたの
は写真のシート。ここで何か感じる
か、ただ見過ごすか。デザイン思考
は問題を掘り起こすところから始
まります。

Step-1： 察する―デザイン思考の最初のプロセス
　観察する、推察する、洞察する。察することで、当事者でさえ
気づいていない問題や感情の動きを読み込み、意見交換や議
論を重ねます。
・10錠のうち1錠だけ切り取られているけど、これは薬剤師さ
んがいちいちハサミで切っているの？ けっこう手間かと。
・切り取られた1錠は捨てているの？ それともバラバラのを集
めて9錠もらう患者さんもいるのかな？ それはそれで不便。
・処方した医師は、こんな場面を知らないのだろうな。
・製薬会社の営業さんや開発の担当さんも特に気にしていな
いかもしれないな。
Step-2： 解決できそうなアイデアをとにかく出してみる　　
　製造や流通の面でいろいろな制約があるかも知れないけれ
ど、まずはそれらに囚われず自由に考えていきます。
・朝昼晩と毎食後に飲むことが多い薬なら2列でなく最初から
3列のシートにしておけばいいのに。
・1錠だけ切り取る手間とコストを考えれば、10錠のまま渡せ
ばいいのに。1錠は予備として。
Step-3： 作ってみる　実際に使ってみる
　早い段階でアイデアをとにかく形にして実際に使ってみる。
材料や加工は手軽で簡単なものでいい。
Step-4： 評価する　そして修正し更新する
　作ったものを患者さん、薬剤師さん、流通、製造、それぞれの

　「デザイナーの思考プロセスを活用して前例のない課題や未知の問題に対し最適な解決を図るための思考法」などと説明される
デザイン思考。具体的に他の思考法とどう違うのか。その小さいけれど大きな違いを身近な事例でご紹介します。

企画連携課　古郷 彰治
Design Thinking！ －デザイン思考を身近な事例で
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