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開発者のWindows、macOS、Linux環境を狙った
DangerousPasswordによる攻撃
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メール

JPCERT/CCは、2019年6月から継続して攻撃を行っている標的型攻撃グループ
DangerousPassword [1][2]（CryptoMimicまたは、SnatchCryptoとも呼ばれる）に関連する
と思われる、暗号資産交換事業者の開発者を狙った攻撃を5月末に確認しています。この攻
撃は、マシン上にPythonやNode.jsがインストールされたWindows、macOS、Linux環境を
ターゲットとしたものです。

 今回は、JPCERT/CCが確認した攻撃および使用されたマルウェアについて解説します。

Pythonマルウェアを起点としたWindows環境における攻撃

攻撃者は、QRコードを扱うためのPythonモジュール
(https://github.com/mnooner256/pyqrcode)のbuilder.pyというファイルに不正なコードを挿入
したものをあらかじめ用意し、何らかの方法でターゲットに配布します。その後、ターゲッ
トが不正なコードに気付かないまま、そのファイルを実行することで追加のマルウェアをダ
ウンロードし、感染させられます。図1は、Pythonマルウェア実行時のWindows環境におけ
る攻撃の流れです。なお、本PythonマルウェアはWindows、macOS、Linuxの環境で動作
し、マルウェア実行時、OS情報を確認することで、OSに応じて異なった感染フローとなり
ます。macOS、Linuxの環境での攻撃については後述します。

https://blogs.jpcert.or.jp/ja/2023/07/dangerouspassword_dev.html
https://blogs.jpcert.or.jp/ja/masubuchi/
https://blogs.jpcert.or.jp/ja/masubuchi/
mailto:?subject=%E9%96%8B%E7%99%BA%E8%80%85%E3%81%AEWindows%E3%80%81macOS%E3%80%81Linux%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%82%92%E7%8B%99%E3%81%A3%E3%81%9FDangerousPassword%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%94%BB%E6%92%83&body=https%3A%2F%2Fblogs.jpcert.or.jp%2Fja%2F2023%2F07%2Fdangerouspassword_dev.html
https://github.com/mnooner256/pyqrcode


2/15

図1: Pythonマルウェアを起点としたWindows環境における攻撃の流れ

 

Pythonマルウェアは外部からMSIファイルをダウンロードし、実行するシンプルなダウンロ
ーダー型マルウェアです。なお、図2にあるようにC2の文字列やその他使用される文字列の
難読化にROT13を多用する点が特徴的です。
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図2: builder.pyの不正な関数の実行部分

 

MSIファイルをダウンロード後の感染フローは以前のブログ（攻撃キャンペーン
DangerousPasswordに関連する攻撃動向）で紹介している「LinkedInから不正なCHMファ
イルを送りつけてくる攻撃」に非常に似ており、MSIファイルの実行後、ドロップされる
Powershellスクリプトを使用して、外部から追加のMSIファイルをダウンロードして実行し
ます。また、ダウンロードから実行までの動作を1分ごとに行うようタスクスケジューラへ
登録しているため、該当のC2サーバーへ1分ごとに通信が発生するのが特徴です。なお、
PowershellスクリプトによってダウンロードされるMSIファイルの二次検体は感染機器のユ
ーザー名やOSやプロセス情報などをBASE64でエンコードし、C2サーバーへと送信しま
す。

情報を送信する機能のみのMSIファイルとは別のMSIファイルがダウンロードされる場合も
確認しています。別のMSIファイルが実行されると、devobj.dllというDLLファイルをドロッ
プし、クリップボード関連の操作を行うWindowsOS標準プログラムのrdpclip.exeを

https://blogs.jpcert.or.jp/ja/2023/05/dangerouspassword.html
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Windowsのsystemフォルダーから対象のフォルダーにコピーし、実行します。rdpclip.exeに
devobj.dllがDLLサイドローディングされることでマルウェアが実行されます。なお、
rdpclip.exeの実行時に、引数にBASE64でエンコードした通信先を指定しています。

devobj.dllはHTTPSを使用して通信先からPE形式のファイルをダウンロード後、メモリ上に
展開し、実行します。図3にコードの一部を示します。devobj.dllのコードはVMProtectで難
読化されていますが、VMProtectの難読化とは別に、文字列をもとにWindowsAPIを動的に
解決させながら実行している点やコードを読みづらくする目的で無駄な関数が無数に呼び出
されている点が特徴的です。
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図3: devobj.dllのコードの一部

Pythonマルウェアを起点としたmacOS、Linux環境における攻撃
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図4にPythonマルウェア実行時のmacOS、Linux環境における攻撃の流れを示します。
builder.pyは図5のようにBASE64でエンコードされた文字列が挿入されており、macOS、
Linux環境ではこの文字列がデコードされ、log.tmpというファイルとして保存後、Pythonフ
ァイルとして実行されます。

図4: Pythonマルウェアを起点としたmacOS、Linux環境における攻撃の流れ

 

図5: builder.pyに挿入されているBASE64エンコードされた文字列
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デコードされたlog.tmpのコードの一部を図6に示します。macOS、Linux環境では、ランダ
ム値をもとに生成されたユーザーIDとOS環境情報を1分ごとにC2サーバーへ送信します。
その後、C2サーバーから受信するデータをBASE64でデコードし、tmp.pyというファイル名
で保存後、Pythonファイルとして実行します。リクエストやレスポンスの文字列にgit関連の
ものがある点が特徴的です。

図6: デコードされたlog.tmpのコードの一部

 

本攻撃の二次検体の可能性が考えられるPythonHTTPBackdoorを確認しています。
PythonHTTPBackdoorは表1に示すシンプルなコマンドを持つマルウェアです。特徴とし
て、本マルウェアもOS環境の検知機能があり、環境によって実行されるコマンドが若干異
なる点が特徴としてあります。また、図7に示すようにPythonHTTPBackdoorはlog.tmpと同
様にリクエスト文字列や生成されるファイル名にROT13でエンコードされたgit関連の文字
列があり、これらのことからも明確にgitを使用する開発者をターゲットにしている点がうか
がえます。

表1　PythonHTTPBackdoorの各コマンドと対応OS

Cmd ID Contents Target OS
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Cmd ID Contents Target OS

"501" Retrieval of network and process information Windows, Linux, macOS

"502" Exec command Windows, Linux, macOS

"503" Download and exec Linux, macOS

"504" Exit Windows, Linux, macOS

 

図7: PythonHTTPBackdoorのコードの一部

 

また、PythonHTTPBackdoorと同様にmacOS環境における二次検体の可能性があるMach-O
マルウェアJokerSPYを確認しています。PythonHTTPBackdoorとJokerSPYの詳細について
は、Bitdefenderの記事[3]やElasticの記事[4]、SentinelOneの記事[5]でも公開されているた
め、そちらをご参照ください。

Node.jsマルウェアを使った攻撃

本攻撃に関連したNode.jsマルウェアも確認しています。攻撃者はNode.jsのフレームワーク
であるexpress（https://expressjs.com）のライブラリフォルダーにあるroute.jsというファ
イルに不正なコードを挿入し、同一フォルダー上にNode.jsマルウェアrequest.jsを設置しま
す。Pythonマルウェアの攻撃と同様に、ターゲットが不正なコードに気付かないまま、その
ファイルを実行することで追加のマルウェアをダウンロードし、感染させられます。
route.jsとrequest.jsはNodeJs_Testというフォルダー名の次のファイルパスに保存されてい
ました。なお、現時点で、本ファイルの配布方法はわかっていません。

https://expressjs.com/
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NodeJs_Test\Realtime-ChatApp\node_modules\express\lib\router\route.js 
NodeJs_Test\Realtime-ChatApp\node_modules\express\lib\router\request.js 

攻撃の流れとしては、図8に示すように、ターゲットがroute.jsというファイルを実行するこ
とで、request.jsが実行されます。request.jsはC2サーバーから受信したファイルをserver.js
として保存後、実行するシンプルなダウンローダー型マルウェアです。

図8: Node.jsマルウェアによる攻撃の流れ

 

route.jsのコードの一部を図9に示します。同一フォルダー上にあるrequest.jsを実行するコ
ードがファイル末尾に挿入されています。
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図9: 改ざんされたroute.jsのコードの一部

 

図10にrequest.jsのコードの一部を示します。Node.jsマルウェアもPythonマルウェアと同様
にランダムに生成されるUIDやOS情報などを1分ごとに該当のC2サーバーへ送信を行い、
C2サーバーからの受信データをBASE64でデコード後、実行するシンプルなダウンローダー
型マルウェアです。

文字列がROT13やBASE64などで難読化されていない点がPythonマルウェアと異なる点です
が、ファイルの更新時刻が2023年の3月3日になっているなど、開発者を狙った本攻撃が行
われる比較的初期の頃に使用されていた可能性があります。また、Pythonマルウェアと同様
にgitの関連する文字列が多用されるなど、開発者をターゲットにしている点は同様です。
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図10: request.jsのコードの一部

おわりに
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標的型攻撃グループDangerousPasswordは、開発者環境を狙った攻撃を行っており、さま
ざまなプラットフォームを対象にする点が特徴的です。ソフトウェア開発者は使用するフレ
ームワークや外部モジュールについて、正規のリポジトリーから取得したものを使用するな
ど、注意が必要です。今回紹介したマルウェアの通信先やハッシュ値などについては、
Appendixに記載していますのでご確認ください。

インシデントレスポンスグループ 増渕 維摩
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528ac7bdd56a6e7ff515c6e0936db66c987e731482845dcd64a96af0f42fc95a

https://blogs.jpcert.or.jp/ja/2019/07/shorten_url_lnk.html
https://blogs.jpcert.or.jp/ja/2023/05/dangerouspassword.html
https://www.bitdefender.com/blog/labs/fragments-of-cross-platform-backdoor-hint-at-larger-mac-os-attack/
https://www.elastic.co/jp/security-labs/inital-research-of-jokerspy
https://www.sentinelone.com/blog/jokerspy-unknown-adversary-targeting-organizations-with-multi-stage-macos-malware/


13/15

56c6ab0083cf7edae7491e9c49b0cd9b4bb6b1fb61b5facf9ddb034ea69125f7
a7b0fa9c724e7837da97dc9c48ba76b22759e514afc305d43e87a69fa9089d4c
39bbc16028fd46bf4ddad49c21439504d3f6f42cccbd30945a2d2fdb4ce393a4
5fe1790667ee5085e73b054566d548eb4473c20cf962368dd53ba776e9642272
84bfc8c5bdba5b4eaa885af5e698382dd6baa0bf8da967c0716a0a6fce3e742a
67a0f25a20954a353021bbdfdd531f7cc99c305c25fb03079f7abbc60e8a8081
37850b6a422479e95e9fb856f3541a36cfd753070e2d10c7362f328231af5370
aa951c053baf011d08f3a60a10c1d09bbac32f332413db5b38b8737558a08dc1
6d3eff4e029db9d7b8dc076cfed5e2315fd54cb1ff9c6533954569f9e2397d4c
951039bf66cdf436c240ef206ef7356b1f6c8fffc6cbe55286ec2792bf7fe16c
d895075057e491b34b0f8c0392b44e43ade425d19eaaacea6ef8c5c9bd3487d8
6d3eff4e029db9d7b8dc076cfed5e2315fd54cb1ff9c6533954569f9e2397d4c
951039bf66cdf436c240ef206ef7356b1f6c8fffc6cbe55286ec2792bf7fe16c
aa951c053baf011d08f3a60a10c1d09bbac32f332413db5b38b8737558a08dc1
d895075057e491b34b0f8c0392b44e43ade425d19eaaacea6ef8c5c9bd3487d8

メール

この記事の筆者

増渕 維摩(Yuma Masubuchi)

2020年11月より JPCERT/CC インシデントレスポンスグループにおいて、主にマルウェア
分析、インシデントのコーディネーションに従事。

このページは役に立ちましたか？

0人が「このページが役に立った」と言っています。

その他、ご意見・ご感想などございましたら、ご記入ください。

こちらはご意見・ご感想用のフォームです。各社製品については、各社へお問い合わせくだ
さい。

javascriptを有効にすると、ご回答いただけます。 ありがとうございました。

関連記事

mailto:?subject=%E9%96%8B%E7%99%BA%E8%80%85%E3%81%AEWindows%E3%80%81macOS%E3%80%81Linux%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%82%92%E7%8B%99%E3%81%A3%E3%81%9FDangerousPassword%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%94%BB%E6%92%83&body=https%3A%2F%2Fblogs.jpcert.or.jp%2Fja%2F2023%2F07%2Fdangerouspassword_dev.html
https://blogs.jpcert.or.jp/ja/masubuchi/


14/15

ELFマルウェアの静的分析におけるYaraルールを活用したF.L.I.R.Tシグネチャ作成手法

Linuxルーターを狙ったGo言語で書かれたマルウェアGobRAT

攻撃キャンペーンDangerousPasswordに関連する攻撃動向
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暗号資産交換業者を標的とするParallax RAT感染を狙った活動

Malware Analysis Operations（MAOps）の自動化
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