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画像認証シス テム に よる本人認証 （2）：

画像の種類及び再認の テス ト反復効果

宮代 こ ずゑ
†

原 田悦子† 高橋知世
†† 北神慎司

††
須藤智ttt

問題点が 浮き彫 りにな りつ つ あ るパ ス ワ
ー

ド認 証 に代 わ る もの と して，近 年，画像 を用 い た 画 像認 証 シ ス テ ム が 提 案 さ

れ て きて い る．これ は 従来の 本 人認 証 シス テ ム と比 較 して 要 求 され る認 知 的 負 荷が低 く，現代 社 会 にお い て 要求 され る

「人 にや さ しい 本人認証 」 の 可能性 を持 つ もの で あ る．しか し，実用化に 当た り，使用 され る画像種類 による違い や，
認証 とい う反復 テ ス トの 効 果や ダ ミ

ー
画 像の 反復 呈示 の 影響に 関 し て 検討す る 必要 が あ る ．そ こ で 本研究 で は ．実験参

加者が 持参 した 自伝 的記 憶画 （autobiog 【aphical 　picture；AB 画像）及び 実験者 が用意 した 画像の 中か ら参加 者が 選ん だ 自

己選 択 記憶 画像 （self−selected　piCture；SS 画 像） とい う2 種類の 画像 を使用 し，長期の 再認実験 を実施 した．3 週間毎に 2

回の 再認 を実施 した 結果，AB 画像の ほ うが SS 画像 と比べ 再認成績が 高か っ たが，い ずれ も3週間の 遅延 に もか か わ ら

ず再 認 2 回 目の 方が 再認成績は 向上 してお り，テ ス ト効果が示唆 された．加 えて，以前に見たダ ミ
ー画像 を再使 用す る

こ とに よ り再認成績が低 下す る こ とが示 された．

　　　Picture−authentic 鋤tion　System （2）：

Can 　users 　pick　their　own 　pictures　correctly ？
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Because　of 血e　probl  s　lately　hi帥lighted　in　password　au 由 endcatio 叫 the　pic皿 e−a岫   tication　system （using 　pi。 賦 s　 of

血dividualS　for　identification）has　been　suggested ．1his　syst  requires　low 。ゆ tive　load　compared 　wi 血 conventional 　persen
a岫   dc飢ion騨   s　and 　has　p  endal 偽 r   杜oduc   g 出 ピ   e 　h田 nan −fUendly　au 出   tication，

”
required 　in　the　mOdern 　se。恥 ．

Howeveろ some 　issues山at 短 se　in　Qons   α ing　a　sa 琵 and 榔 y−tause 　picture−a岫   ti。ation　syst  眠 yα to　be　resolv団．　For
example ，　effects　of 　repetition 　on 　recogriition 　tests，1．　e．，　use 　of 　the　same 　pic嚇 r脚 且y　as　dummies，副   ces　be瞞
autObiographical 　and 　non −pe：sonal 　pi雌 s．　Long −term　recognition 　experirnents 　 were 　 conducted 　using 　two　types　 of　pictures：

autobiog 田 phica1（AB ，　those 　brou帥 t　by 止e　partioipants）and 　sclf」sdected （SS，　those　chos   丘om 　a　given　set 　of 　pic財 es 　by 出 e

participants）．　Results　oftwo 　reco即 ition　tests（th【  or　six−week 　delay　frem　learning）showed 出 at　wh   AB 　was 　used ，　recognition
performance　was 　slightly　higher　and 　confidence 　rates　were 　much 　berter血 an 　wherr 　SS　was 　used ．  出 e　s     d　test，　both　AB 　and 　SS

showed 　large　improvernents　in　perforrnance．　However ，脚 ition帥 一 d  翩 wh   血 e 酬   ies丘om 　previous
tests　were 　used 　compared 　to　wh   血 e・new ・dummies 　were 　used ，

1． は じめに

　急速 に情報 化 が 進 展 しつ つ あ る現 代 社 会 に お い て ，各 種

の サ
ー

ビ ス を受け る た め，ユ
ー

ザが 端 末 を用 い て 情報 ネ ッ

トワ
ーク に ア ク セ ス す る過程 は 日常的な事象 と な り，多 く

の
一

般 ユ
ーザが 本 人 認証 の た め の パ ス ワ

ー
ドや暗 証番 号 を

数多く所有 して い る，2011 年 に 実施 され た 調査 に よれば，

1人 の ユ
ー

ザが 【D とパ ス ワードを入 力 して ア クセ ス す る平

均ウェ ブサ イ ト数は 19．4 個で ある
一

方で ，ユ
ー

ザ が 覚えて

い られ る ID ・パ ス ワ
ードの 組 は 平均 で わ ずか 3，1個 で あ る

（野 村総 合研 究所，2012）．パ ス ワ
ードの セ キ ュ リテ ィ を高

め る為 にサ
ー

ビ ス ご とに 異 な るパ ス ワードを 用 い る こ とが

推奨され て い る が ，こ れ は ユ
ー

ザ の 認 知 シ ス テ ム に と っ て

過 大 な 負荷 とな っ て い るの で あ る．同 じ く推奨 され て い る

　 パ ス ワ
ードの 伸長，複雑化及 び 定期的な変更に 関 して も

† 筑波大学

　 university 　ofTsukuba
’↑ 名古屋大学

　 NagQyaUniversity
「↑
静 岡大学

　 Shiuoka 　University

結果 と して パ ス ワ
ードの メ モ 書きや使 い まわ し を助長 し，

却 っ て安全性 低 下 の
一

因 を作 り出 して い る と 言え る．認証

手 段 に はパ ス ワ
ー

ド等 を 用 い る記 憶照 合 の 他 に 本 人 の 身 体

的特徴 （指紋や静脈 ） を用 い る生 体 照 合 や ，［C カード等 を

用い る所有物照合も存在す る．しか し後 者 の 2 つ は 意識 が

明 確で な い 状 態 に お い て も使 用 可能 で あ る と い う危険性 を

併 せ 持 っ て い るた め，記 憶 照 合 と組 み 合 わ せ て 使 う補助手

段 と して 利用す るべ き で あ る と い う主 張 が な さ れ て お り

（鵜野 ら，2010 ），結局，問題の 解決 に は 至 っ て い ない ．

2． 画像認証シス テ ム

2．1 新 しい 形の 本人認証

　 前 述 の 問 題 を解 決 す る た め，近 年，新 しい 本人 認 証 シ ス

テ ム で あ る 「画 像 認 証 シ ス テ ム 」 が提案 されて きて い る．

こ れ は 本人 が事前 に登 録 した 画 像 を 再認 す る こ とに よ り認

証 を 行 うシ ス テ ム で あ る．一
般 に，再認 課 題 は再 生 課題 よ

り も 容 易 で あ り，加 齢 に よ る 成績 低 下 も 受 け に く い

（Schonfield　and 　Robertson，1966）．ま た，画像の ほ うが 言葉

よ りも覚 え られ る量 が 多 く （Shepard，1967） 覚 え て い られ
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る 時 間 も長 い （Nelson，　Metzler　and 　Reed，1974＞ とい うこ と

が 報 告 さ れ て い る （画 像 優 位 性 効 果 ；pictorial　 superiority

effect ）．さ らに，記 憶研 究 にお い て 自己 選 択効果 （selfLchoice

effect＞ とい う現 象 が知 られて い る．こ れ は ，複数 の 学習項

目の 候補 の 中か ら 被験 者 が 自分で 学習 した い 項 目 を 自 山 に

選択 で きる 自己 選択の 場合 の 方 が，他者 に よ り指示 され た

学習項 目を 強制選 択 す る よ り も，そ の 記 憶 成績が 高 く な る

現象 の こ とで あ る．自己選 択 効 果 は Perlmuter，　Monty 　 and

Kimble （皇972） が 初 めて 実験 に よ っ て 示 し て 以 来，様 々 な

条件 下 で検 討 が 行 わ れ て き て お り （レ ビ ュ
ー

と し て ，渡邊，

2011＞画 像材料 （線画 ） を 記 名項 目 と し た再認 に お い て も

生 起 す る こ とが 確 認 され て い る （高橋，1993＞．

　っ ま り ， 認 知心 理 学的知見 か らす る と，画像認証 シ ス テ ム

を利用す る 際 に 要求 され る認知的負荷 は ，従来の 本人認証

と比 べ て 低 い の で あ る．

2．2 検討す べ き問題

　 しか しな が ら，こ れ ま で の 画 像再 認 に 関 す る基礎的研 究

で は 明 らか に され て こ な か っ た 問 題 が い くつ か 存在す る．
一

つ に は，認 証 に使 用 され る画 像の 種類 に よ る 再 認 成績 の

相違 に 関 す る問題 が挙げ られ る．Norman （2004）は 「個人

的 な 写真 の 力 は，見 る人 を そ れ に まつ わ る出 来事 の あ っ た

時 へ と運 ん で くれ るそ の カに あ る」 と述 べ て い る ．認 証 用

に登 録す る画 像が 本人 の エ ピ ソ
ード記憶 を 惹起 す る 自伝 的

記 憶 画 像 （AB 画 像；autobiographical 　picture） で あれ ば，そ

う した 画 像 は 認 証 用 データ と し て 意 図 的に 記 憶す る こ と を

必 要 と しな い た め に，さらに負荷を低減で きる と考え られ

る．それ に対 し，任意性 の 高 い 画像 を 選 択 して 登録 す る 自

己 選 択記憶画 像 （SS 画 像 ；self−selected 　picture＞を 用 い た 場

合に は どの 程度 の 負荷の 減 少 が もた ら され る か に 関 し て も，

比 較検討 す る必 要 が あ る，ま た認 証 シ ス テ ム は 通 常の 記憶

実験 と異な り複数 回 に わ た っ て 記憶の テ ス トが行 われ る．

そ う し た 影響 の 検討 も不 可 欠 で あ り，さ らに 複 数 テ ス ト間

の ダ ミ
ー画 像 の 反復提 示 の 影 響 に 関 して も未 検 討 の ま ま で

あ る．

2．3 本研 究の 目 的

　 高度 に 情報化 し た 高齢化 社 会 に お い て 誰 も が 平 等 に サ

ー
ビ ス を受けられ る よ うに す るた め に は，誰 に と っ て も使

い やす い 認証 シ ス テ ム の 構 築が 必 要 で あ る．ま た，2011 年

3 月 ll 日に発 生 した 東 日本 大震 災 か ら学 び ，例 えば 大規模

災 害時 に お い て 保 険証 を紛失 した場合 で も医療機関 に お い

て 全額 を負担す る必 要 が なくな る よ う，どん な 状況 に お い

て も使 い や すい 本 人 認 証 シ ス テ ム を作 る こ とが 課 題 とな っ

て い る．前項で 述 べ た とお り，画像認 証 は こ の 「人 にや さ

しい 本 人 認 証 シ ス テ ム 」 の 可 能性 を持つ もの で ある が，実

用 化 に際 して 検討され る べ き点もある，そ こ で 本研究 で は，

実 験 参 加 者 が 持 参 し た AB 画 像及 び 実験者が 用 意 し た 画 像

セ ッ トの 中か ら参加者 が 選ん だ SS 画像 とい う 2 種 類 の 画

像を使用 し，3 週間の 遅延 を お い た 再 認 実 験 を 2 回 に渡 っ

て 実施す る．

3．実験
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3．1 方法

3．1．1 実験参加 者

　本実験 に は，大 学生 及 び 大 学院生 21 名 （男性 7 名，女

性 14名，平 均 年 齢 19．67歳土2．15）が参加 した．

3．L2 実 験 計 画

　独 立 変 数 は，「画 像 の 種類 （AB 画像1SS画像）」，「再 認 の

回数 （1 回 目12回 目）」，「2 回 目の 再認に おけるダ ミー
画像

が 1 回 目 と 同 じ か ど うか （同 じ1違 う）」，「SS 画像 に お け る

ダ ミー画 像 が，学習段 階で 見 た もの か ど うか （見 た1見 て い

ない ）」 で あり，従属変数 は 正 再認率 （学習段 階に お い て 参

加 者 自身 が 登 録 し た 画像 を 1回 目の 回 答 で 正 しく選 択で き

た割合，チ ャ ン ス レ ベ ル は 0，25），確 信 度 （6 段 階 評 定 ： 自

信 が な い （D 〜自信 が あ る （6）），反 応時間 で あ っ た ．

3．1．3 実 験装置 と材料

　装 置 は タ ッ チ パ ネル 型パ ー
ソ ナ ル コ ン ピ ュ

ータ を 使用

した．AB 画 像は 実験参加者 が 持参 し た画像 （24 枚〉 を使

用 し，そ の 際の ダ ミ
ー

画像 に は 名古屋 大 学に て 収集した 画

像 （715 枚）　を 用い た ．SS 画像 と し て は フ リー画 像素材

ウ ェ ブサ イ ト （http：〃pro．foto．ne ．jp1）か ら入 手 した画 像 （276

枚）を使 用 し た ．AB 画 像 につ い て は，研 究 参 加者 自身 が

Picasa　3 （Goog 【e フ リーソ フ ト） を使用 して 登 録時 に 画像

編集 （ト リ ミ ン グ〉 を 行 っ た．再 認 時 の す べ て の 画 像 は

144× 144 ピ クセ ル の 大 き さで 提 示 され た．

3．L4 手続 き

　 す べ て の 実 験 は 個 別 あ る い は 3名 ま で の 小 集団 で 実施 さ

れ た．実 験 は，学 習 段 階 ， 再 認 1 回 目，再認 2 回 目 の 3 段

階 に分 け られ て 実施 され た （図 D ．

〔1） 学習段階

PC 上 で 画 像 の 登 録 作 業 を行 っ た，　 AB 画 像 と して ，参 加

者 が持 参 した 画 像 24 枚 を参 加 者自身が 正 方形に トリ ミ ン

　 　 　 leernin髷 phaSff　 r巴   瞬   1　 　 r    瞰 iσn2

唖 瀝 ト點 賑

　　　　　　　　　貝 一 臨，
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｛ ’
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 ’・…“1 　　
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…D・ i　　 l黒蓋縢
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図 1 画 像認 証 実 験 の 構 成
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Figure　l　 Design　ofthe 　picture−authentication 　experiment ．
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図 2a　AB 画像 の 例　　　　図 2b　SS 画像の 例

　　　 Figure　2a　Example　of 　a　AB 　picture．

　　　 Figure　2b　Example　ofaSS 　picture．

図 3　 1 登録画像 と 3 ダ ミ
ー

画 像 の AB 画像セ ッ ト例

Figure　3　 Example 　ofarecognition 　test（AB 　pictUre　set ）： a

　　　registered 　picture　and 　three　dummy 　pictures．

図 4　1登 録画 像 と 3 ダ ミー画 像の SS 画 像セ ッ ト例

Figure　4　Examp旦e　ofarecognition 　test（SS　picture　set ）：a

　　 registered 　pictUre　and 　three　dummy 　pictures．

VoL2012 −GN −84　No 、2
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グな らび に リサ イ ズ し て 登 録 し た （図 2a）．ま た SS 画 像 と

して ， 候補 の 画 像 72枚 の 中か ら，24枚 を選 択 して 登 録 し

た （図 2b＞．参加 者 に は 「3 週間後 に また 来 て 頂き，実際 に

シ ス テ ム を使 っ て み た使 用感 な ど に つ い て お 話 を伺 い ます 」

と教示 し，学習段 階 は 終 了 とな っ た．

学習段 階か らお よ そ 3 週 間後 に実施 され た．事前 に 登 録画

像 1枚 に対 して 3枚 の ダ ミ
ー

画像 が マ ッ チン グ されて お り，

そ の 4 枚 の 画像 セ ッ トが 1試行 ご と に 提示 され た （図 3，

図 4）．

（2）再認 1 回目 （Rcg1）

　 再 認課 題 は 強 制 選 択 法 で あ っ た．PC 画 面 上 に 注 視 点 が

1000ms 提 示 され た 後，4 枚 の 画 像セ ッ トが 呈 示 され ，そ の

中 か ら学習段 階に 参加者 自身 が 登 録 した画 像 1枚 を選 択さ

せ た．ま た，回 答 毎 にそ の 確 信 度 （（1） 自信が な い 〜 （6）

自信 が あ る ） を 6 段 階 で 判 断 させ た．誤 答 の 場合 は 正 答 す

る まで 同 じ試 行 を，最大 4 回 ま で 繰 り返 し，そ の 都度確 信

度 を判断 させ た．練 習 2 試 行 の 後，AB 画 像 な らび に SS 画

像 各 24 試 行 が ラ ン ダム な 順 に 実 施 され た．SS 画 像 は，さ

らに ，
「学 習時 に提 示 され た が 登 録画 像 と して 選 択 され なか

っ た画 像」がダ ミ
ー

画像 と して提示 され る試行 と，「学習段

階 で は 提 示 され な か っ た ダ ミ
ー

画 像が 用 い られ る試行」 と

に分割 されて い た．

（3）再團 2 回目 （Rcg2）

　再 認 1回 目か ら 3 週 間 後 （学 習 か ら約 6 週 間 後 ） に実施

され た．AB 画像 ，　 SS 画像各 24 試行 の 内 ， 半 数 は Rcg −1

の とき と同 じダ ミ
ー

画 像が 提 示 され （Rcg2−S＞，残 りの 半数

は 異な る ダ ミ
ー

画像 と共 に 提示 され た （Rcg2−D ）．それ以

外 の 乎続 きは 再 認 1 回 目 と 同 様 で あ っ た ．

4． 結果 と考察

4．1 正 再認率

4．1．1 再 認 条件 x 画 像 の 種 類 の 分 析

　再 認 条件 （Rcgl1Rcg2 ・S！Rcg2 −D ）と画像の 種類 （ABISS ）

を 独 立 変数，正 再 認 率を 従属 変数 と し た 二 要 因参加 者内 分

散分析を実施 した 、各水準 に おける正 再認率を図 5 に 示 す．

結果，画像 の 種類 の 主 効果 が 認 め ら れ （F（1，20）＝・9．199，

MSe ・・．OOI，p ＝．oo7），全体的に AB 画 像 の 正 再 認 率の 方 が SS

画 像 と比 較 し て 高 い こ とが 明 らか に な っ た ．ま た ，再 認 条

件 の 主効 果 が 5％ 水 準 で 有意 （F（2，
40）＝・5．158，

峪 θ
＝．007

，

1尸 ，010）で あ っ た た め多重比 較 を実施 した．結果，Rcgl と

Rcg2 −D の 間差 が 1％ 水 準 で 有 意 （p＝．005） で あ っ た，こ の

こ とか らは，Rcgl と Rcg2 −D の 間 に は 3 週 間 の 遅延 が お か

れ て い た に もか か わ らず Rcg2 −D の 方が正 再認 率 は 向上 し

て い る こ と が わ か る．一
般 に は ，再認 成績は 時間の 経過 に

伴 い 低下 す る が，本研究で は 「正 解する ま で 同 じ試 行 を 反

復する」 とい うパ ラ ダイ ム を と っ て い た た め か ，あ るい は

テ ス トす る こ と に よ り学習 が 強 め られ 忘 却 が低 減 され る

「テ ス ト効果 （testing　effect ： レ ビ ュ
ーと して ，　 Roediger＆

◎20121nformation　Processing　Seciety　ofJapan ll

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

NII-Electronic Library Service

The 工nstitute 　 of 　 Eleotronios ，工nformation 　 and 　 Co   unioation 　 Engineers

情報処理 学会研究報告

IPSJ　SIG　Technical 　Report

Vol．2012−GN −84　No．2
Vol．2012−SPT −3　No ．2
　 　 　 　 2012／5！17

1．oo

　 0．95
正

再
認

率 o・go

0．8S

o、se

　 　 　 　 　 　 　 Rcgl　　　　　　　　Rcg2−S　　　　　　　 Rcg2幽D

図 5　再認 条件及 び 画 像種類 に よ る正 再認 率 の 差，再認条

件 「Rcg1 」，「Rcg2 −S」，「Rcg2 −D 」は そ れ ぞ れ 「再 認 1回 目」，

「再認 2 回 目に お い て ，再 認 1 回 目 と同 じダ ミ
ー画像 が 提

示 され た試 行」，「再認 2 回 目に お い て ，再 認 1 回 目 とは 違

　　　 うダ ミー画像 が 提 示 され た 試 行 1 を 表 す．

FigUre　5　Mean 　ofthe 　correct 　recegriition 　rate 　by　recogriition

　 condition 　and 　the　pictUre．　Recognition　condition
’「Rcgl ”

，
”Rcg2−S”

　and 　
”Rcg2 −D 卩「

mean
「’first　recognition ’「

，
”The　trials

that　the　dummy 　pictures　sarne 　as　first　recogriition 　were 　shown 　in

　second 　recegnition
”
and

”The　trials　that　the　dummy 　pictUres

same 　as　first　recognition 　were 　shown 　in　second 　recognition
’1．

1．oo

正

再 0，80
認

寧

0．60
Ro91 Rcg2−S Rcg2−D

図 6SS 画 像 に 関 して ，再 認 条件，及 び ダ ミー画 像 の 学習

段 階 で の 提 示 の 有 無 に よ る正 再 認 率 の 差．再 認 条件 「Rcgl 」，

「Rcg2 −S」，「Rcg2−D」 は それぞれ 「再認 1回 目」，「再認 2

回 目にお い て ，再認 1 回 目 と 同 じダ ミー画 像 が提 示 され た

試行 」，「再認 2 回 目に お い て ，再 認 1回 目 と は違 うダ ミ
ー

　　　　　 画 像 が 提 示 され た試 行 」 を表 す ．

Figure　6　Means 　ofthe 　correct 　recognition 　rate 　by　recogriition

　　 condition 　and 　dummy 　pictUre　condition 　in　SS　picture．

Recognition 　condition
”Rcgl”，　

i’Rcg2−S”and
”Rcg2−D ’「mean

”first　recognition
”，”The　trials　that　the　dummy 　pictures　same 　as

first　recognition 　were 　shown 　in　socond 　recognitionl
「
and 　

i’The

　仕ials　that　the　dummy 　pictures　same 　as　first　recognition 　were

　　　　　　 shown 　in　second 　recogrlition
”．

Karpicke，2006）」 に よ る もの か ， 記 憶の 増強 が 生 じた と考

え られ る．

　 しか し，Rcg2 −S と Rcg2−D の 間の 差 が 有意傾 向 （p＝．099）

で あ り，Rcgl と Rcg2 −S の 間に 差は な か っ た （p＝1．000） こ

とか ら，以前 の 再認 課題 で 提 示 され た ダ ミー画 像を 再 使用

す る こ と に よ り正 再認 率 が低 下 す る傾 向 が あ る こ とが示 さ

れ た．但 し，頻繁 に 生 じる 本 人 認 証 にお い て は 常 に新奇な

ダ ミー画 像 を用 い る と い う こ とは セ キ ュ リテ ィ 面 に 問題 が

発 生す る可 能性 が ある た め ，こ の 結果を直接的 に 認証 シ ス

テ ム 構築 に 活 か す に は 様 々 な 考慮・工 夫が 必 要 で あ ろ う．

4．1．2SS 画像 に おけるダ ミ
ー

項目の 出自の 比 較 （正 再認率 ）

　SS 画 像 に つ い て ，再 認 条件 と ダ ミー画 像 の 学習 段 階 で の

提 示 の 有 無 の 2 要 因 参 加 者 内 分 散 分 析 を 実 施 した ．各水 準

に お け る正 再 認 率 を 図 6 に 示 す ．結果 ， 交 互 作用 に 有意傾

向 （F（2，40）＝・2．685，MSe＝．015，　p ＝．080） が 認 め られ た．単純

主 効 果 検 定の 結 果，学習 段 階 に お い て 提 示 され なか っ た ダ

ミ
ー

画 像 に お け る 再認 条件 の 単純 主 効果が 1％ 水 準で 有意

（F（2，40）−9．575，MSe −．OO9，　p 〈．OOI） で あ り，多重 比 較 の 結

果が 「Rc1 」と 「Rc2−D 」の 間の 差 が 1％ 水 準 で 有意 （p
＝．002），

「Rc2−S」 と 「Rc2−D 」の 間 の 差 が 596水 準 で有 意 （p＝．Ol9 ）

で あ っ た こ とか ら，学習段 階 で の 提示 が 無い ダ ミ
ー

画像 が

再認 2 回 目で 初 め て提示 された時に は，再認 が よ り容易 に

行 え る こ と が 示 され た ．

4．2 確信度

4．2．1 再認条件 x 画像の 種類 の 分析

　再 認 条 件 （Rcgl〆Rcg2−SIRcg2−D）と画 像の 種類 〔AB ！SS）

を独 立 変 数，確 信 度 を 従 属 変数 と し た 二 要 因 参加 者 内 分散

分析を実施 し た．各水準に お ける 確信度 を 図 7 に 示 す．確

信度 に 関 して も
一

貫 して，AB 画 像 の 方 が SS 画 像 よ りも確

信 度 が 高 か っ た （F（1，20）＝9．215，　MSe
−．498，　p

−，007）．参 加 者

は AB 画 像 を提 示 され た 時 に ，
SS 画 像 と比 較 し て ，よ り 「自

分 が覚 えて い る こ とを わ か っ て い る」 とい うメ タ認知を持

っ こ と が わ か る．

4．3 反応 時間

4．3．1 再 認条件 x 画 像の 種類 の 分 析

　再 認 条件 （Rcgl／Rcg2−S／Rcg2 −D）と画 像 の 種類 （AB ／SS）

を独 立 変数，反 応時間 を従属 変数 と した 2 要因 参加 者 内 分

散分析 を実施 し た．各水準に おける反応時間を図 8 に 示 す．

再認 課 題 にお け る 第 1反 応 時 の R］「（正 答時の み ）に 関 して，

再 認 条 件 の 主効 果 は 1％ 水 準 で 有 意 （F （240 ）
＝24．786 ，

MSe ＝．006 ，　p＝．000） で あ っ た ．多重 比 較 を実施 し た と こ ろ ，

Rcgl と Rcg2−S の 差及び Rcg1 と Rc2−D の 差が 1％ 水準 で 有

意 （p＜ ．001；Rc1 ＞Rc2 −S） で あ っ た こ と か ら，再認 2 回 目の

方が 1 回 目 よ り 素早 く回 答出来 る よ うに な っ て い る こ とが

確認 され た．AB 画像 と SS 画像の 主 効果 は 有意で は な く

（F（1，20）一．053，MSe −．OO2，p
・．820），交互 作用 もみ られ なか

っ た．
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図 7　 再認 条件 及 び 画 像 種 類 に よ る確 信 度 の 差．再 認 条 件

「Rcg1 」，「Rcg2−S」，「Rcg2−D 」 は そ れ ぞ れ 「再 認 1 回 目」，

「再 認 2 回 目に お い て ， 再 認 1回 目 と同 じダ ミ
ー

画 像 が提

示 され た試行」，「再認 2 回 目に お い て，再 認 1 回 目 とは違

　　　 うダ ミ
ー

画 像が 提示 され た 試行 」 を表す．

　　Figure　7　Differences　in　the　confidence 　judgments　by

　recognition 　condition 　and 　the　picture，　Recognition　condition
iTRcgl ”

，
”Rcg2−S「’and ”Rcg2−D 「’mean ”first　recegnition ”

，
”The

　trials　that　the　dummy 　pictures　same 　as　first　recognition 　were

shown 　in　second 　recognition
”
and

”The　trials　that　the　dummy

　 pictures　same 　as　first　recognition 　were 　shown 　in　second

　　　　　　　　　　 recognition
”．
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図 8　再認条件及 び 画像種類別 に よ る反応時 間の 差，再 認

条件 「Rcgl 」，「Rcg2 −S」，「Rcg2−D 」 は そ れ ぞ れ 「再 認 1 回

目」，「再 認 2 回 目に お い て ，再 認 1 回 目 と 同 じ ダ ミ
ー

画 像

が 提示された 試行 」，「再認 2 回目に お い て ，再認 1 回 目 と

　　 は違 うダ ミー画 像 が提 示 され た 試 行 」 を表 す ．

Figure 　8　Means 　ofthe 　reaction 　time 　by　recogriition 　condition

and 　the　pictUre．　Recegnition　condition
卩「Rcgl ”

，

”Rcg2−S’i
　and

”Rcg2−D 「’
mean

「’first　recogrlition 「，，，’The　trials　that　the　dummy

　 pictures　same 　as　first　recognition 　were 　shown 　in　second

recognition
’I
　and 　

l’The　trials　that　the　dummy 　pictures　same 　as

　　 first　recognition 　were 　shown 　in　second 　recognition
’T．

4．4 総合考察

　本研究 に よ り，従来 の 記憶研究 で は考慮 されて こ な か っ

た 画像認証 に 関わ る諸問題 に つ い て 明 らか に す る こ とが 出

Vo12012 −GN −84　No ．2
VoL2012 ・SPT −3　No ．2
　 　 　 　 20且215／17

来た．まず正 再認 率 と確信度 に お い て AB 画像の ほ うが SS

画 像 よ り も高い こ と が 示 され た ．し か し SS 画 像 に お い て

も依然 と して 高い 水 準 の 正 再認率 が確認 され ，画 像優位 性

効果，な らび に 自 己選 択 効果 が 示 され た もの とい え る．但

し，本 研 究 は大 学 生 を参 加 者 と した も の で あ り，こ の 結 果

の み か ら SS 画 像 を本人 認 証 に 使 用 して も問 題 な い と結論

付 け るの は 性 急 で あ る よ うに 思 わ れ る．現 在既 に 流通 して

い る 画 像認 証 シ ス テ ム の 中 に は SS 画像 の み を用 い て い る

も の も存在す る が，今後 さ らに 高齢者 を 対象 に し た研 究 を

実施 し，画像の 種類 に よ る 再認成績 の 差 を 比 較検討す る こ

とが，人 に や さ しい 認 証 シ ス テ ム の 構 築 に あ た っ て 当 面 の

課 題 で あ ろ う．ま た 本 研 究 で は 「画 像 」の 「再 認 」を扱 っ た が ，

同 じパ ラダイ ム に お い て 「単語 」 を用 い た 実験を 実施 し，

本研 究の 結果 と直接 比 較す る こ とで ，本 人認 証 に お ける 画

像 を認 証 に 用い る こ との 優位性 に 関 して よ り詳細 に 検討 さ

れ る もの と考 え られ る．

　 ま た，本研 究 に お い て は 反 復 して テ ス トを行 う こ と に よ

り記 憶 を保 持す る効 果 が 示 唆 され た．再 認 に お け るテ ス ト

効 果 に 関 し て は 諸研 究 あ るが （例 え ば Jacob 弘 wahlheim　and

Coane， 2010），本人 認 証 とい う観点 で は，結果 の フ ィ
ー

ド

バ ッ ク を伴 うテ ス ト反 復 で あ る こ とか ら，今後 よ り詳 し く

検証 され る べ き 問 題 で あ る ．ま た，高 橋 ら （2012） に よ っ

て 示 唆 され た 画像の カテ ゴ リに よ る 記憶成 績 の 変 動 に つ い

て も検討 が望 ま れ る．ま た，本 人 認 証 とい う観点だ け か ら

で は な く，記 憶 研 究 とい う観 点 か ら も，本 研 究 で得 られ た

知見 は 非常 に 興 味深 い もの で あ り，更 なる研 究が 望 ま れ る．

5． おわ りに

　ス マ
ー トフ ォ ン や ア ン ドロ イ ド携帯，タブ レ ソ ト型 PC

の 普 及 に伴 い ，ア プ リな どの サービ ス の 多様 化 が 急速に 進

ん で い る現 代 に お い て ，人 に やさ しい 本人 認 証 シ ス テ ム を

考え て い く こ とは，火 急 の 課 題 と言 え よ う．本研 究に お け

る 知見 が，そ の
一

助 となれ ば幸い で ある．
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