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 本稿は、日本陸軍がソ連に対して行った情報活動、とりわけ無線傍受、暗号解読等を含む

通信情報について論じた。主たる史料として、関東軍や東京中央で対ソ通信情報活動に携わ

り、1940 年から航空兵団特種情報部長を務めた陸軍の軍人である島内志剛の日記を用いた。

本稿ではノモンハン事件直後の 1939 年から日米開戦勃発の 1941 年 12 月までを扱った。

ノモンハン事件で日本は赤軍が新たに導入した五数字暗号が解読できなかったが、事件後、

一定程度解読が可能となった。その背景には、日本の独力だけではなく、フィンランドの情

報機関との提携や、陸軍が招聘したポーランド人の暗号解読者の助力もあった。ソ連が使っ

ていた暗号は五数字以外にも、二または三数字暗号もあり、それらも部分的に日本は解読に

成功した。関東軍は独ソ戦下の緊張の満洲で赤軍航空部隊の戦備の度合なども把握してい

た。また、日本の対ソ通信情報活動は満洲だけでなく樺太でも 1940 年末から開始された。 

 

 

Japanese Intelligence Activities against the Red Army Documented in the 

Diary of Yukitaka Shimauchi 
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 Yukitaka Shimauchi was an intelligence officer and a cryptanalyst of the Imperial 

Japanese Army. He was assigned with the deciphering of codes and ciphers of the Red 

Army. He kept a diary for long time. This paper analyses the codebreaking activities to 

decipher the Soviet Union’s codes by the Japanese, utilizing Shimauchi’s diary, between 

1939 and 1941. The Red Army introduced a new five-digit code around the Nomonhan 

Incident. Japan did not acquire important data on its enemy due to its failure to break 

the code. After the conflict, Japan managed to decipher the code to some extent. For the 

same purpose, Japan collaborated with a Finnish codebreaking agency and the invited 

Polish cryptanalyst in the Kwantung Army also assisted. Japan addressed a variety of 

codes employed by the Red Army other than the ones employing the five-digit system. 

Several of these codes were broken by the Kwantung Army. 

 


