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　本書の執筆に際し，参照された主な文献を挙げた。但し，文書類と逐次刊行物は各章

の叙述を参照されたい。文献の排列は，日本語・中国語・欧語の順とし，それぞれの言

語内では，編著者の日本語文献は50音順，中国語文献はピンイン順，欧語文献はアルファ

ベット順とした。

日本語文献
相澤淳『海軍の選択　　再考　真珠湾への道』東京：中央公論新社，2002年

青木正児『江南春』東京：弘文堂書房，1941年

浅田喬二「日本帝国主義による中国農業資源の収奪過程」浅田喬二編『日本帝国主

義下の中国　　中国占領地経済の研究』東京：楽游書房，1981年

浅田進史「1920年代における中国市場調査　　市場の再獲得をめざして」［田嶋信

雄・工藤章共編2017］所収

アジア経済研究所図書資料部『旧植民地関係機関刊行物総合目録　台湾編』東京：

アジア経済研究所，1973年

東則正編『中部支那経済調査』上巻，上海：上海日本人実業協会，1915年

安達宏昭「「決戦体制」下の「大東亜建設審議会」と繊維原料増産　　棉花を中心

に」『東北大学文学研究科研究年報』第58号，2008年

阿部洋『「対支文化事業」の研究　　戦前期日中教育文化交流の展開と挫折』東京：

汲古書院，2004年

阿部洋「「I　日中両国間の教育文化交流」解説」佐藤尚子ほか編『中国近現代教育

文献資料集』 1 ，東京：日本図書センター，2005年

天野元之助「江北の塩墾公司考」『東亜経済論叢』第 2 巻第 3 号，1942年

有山輝雄『海外観光旅行の誕生』東京：吉川弘文館，2002年

飯島典子「華南鉱山開発を巡る日中の攻防　　第二次世界大戦前夜の錫・タングス

テン開発を中心として」『華南研究』第 4 号，2018年

飯塚靖「南京政府期における棉作改良事業の展開　　湖南省を中心に」『日本植民地
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研究』第 2 号，1989年

飯塚靖「中国近代における農業技術者の形成と棉作改良問題　　東南大学農科の活

動を中心に」（ I ）（II）『アジア経済』第33巻第 9 号-第10号，1992年

飯塚靖「南京政府期・浙江省における棉作改良事業」『日本植民地研究』第 5 号，

1993年

池田嘉郎編『第一次世界大戦と帝国の遺産』東京：山川出版社，2014年

石濱知行『特殊金融機関史論』東京：育生社，1937年

伊藤武雄『満鉄に生きて』東京：勁草書房，1964年

今井就稔「日中戦争後期の上海における中国資本家の対日「合作」事業　　棉花の

買付けを事例として」『史学雑誌』第115編第 6 号，2006年

今関天彭『中支汗漫游話』北京：今関研究室，1924年

林采成「戦争の衝撃と国鉄の人的運用」『歴史と経済』第53巻第 1 号，2010年

井村哲郎「日本の中国調査機関」［末廣昭編2006］所収

井村哲郎編『満鉄調査部　　関係者の証言』東京：アジア経済研究所，1996年

岩間一弘編著『中国料理と近現代日本　　食と嗜好の文化交流史』東京：慶應義塾

大学出版会，2019年

潮恵之輔「支那有力者との暖かなる関係を望む」『ツーリスト』第 5 巻第 1 号，1917

年

宇治田直義『共和以後　　支那研究』東京：日本評論社出版部，1921年

臼井忠三編『天津居留民団三十周年記念誌』天津：天津居留民団，1941年

内山完造『上海汗語』（華中鉄道江南叢書 1 ）上海：華中鉄道総裁室弘報室，1944

年

易星星「中国国内における中国旅行社のネットワーク展開（1923-1949）」『現代中

国研究』第38号，2016年

榎本中衛『江北塩墾植棉事情』東京：日本棉花栽培協会，1939年

大江志乃夫ほか編『帝国統治の構造』（岩波講座　近代日本と植民地 2 ）東京：岩

波書店，1992年

大阪商船株式会社『南清航路視察復命書』大阪：大阪商船，1900年

大阪商船株式会社『南清航路視察復命書附録』大阪：大阪商船，1900年
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大谷光瑞『支那鉄道建設計画』上海：華中鉄道株式会社，1943年

大野恭平『南方支那』台北：南方社，1913年

大野絢也「日中戦争期，華中・華南における粤漢鉄道と沿線交通網の諸相　　武漢・

広東陥落まで」『愛知学院大学大学院文学研究科 文研会紀要』第25号，2014年

大森直樹「『現代支那満洲教育資料』における中国教育観の特質　　「満洲国」教育

の把握を中心に」東京文理科大学・東京高等師範学校紀元二千六百年記念会編『現

代支那満洲教育資料』東京：培風館，1940年；復刻版，東京：大空社，1998年

岡崎清宜「恐慌期中国における信用構造の再編　　1930年代華北における棉花流

通・金融を中心に」『社会経済史学』第67巻第 1 号，2001年

岡崎高厚『南清漫遊雑記』神戸：岡崎高厚（私家版），1900年

岡本真希子『植民地官僚の政治史　　朝鮮・台湾総督府と帝国日本』東京：三元社，

2008年

奥村哲「重要国防資源調査」［本庄比佐子・内山雅生・久保亨共編2002］所収

外務省文化事業部編『中華民国教育其他ノ施設概要』東京：外務省文化事業部，

1931年

外務省文化事業部編『支那ニ於ケル排外教育』東京：外務省文化事業部，1932年

外務省文化事業部編『満洲及支那ニ於ケル欧米人ノ文化事業』東京：外務省文化事

業部，1938年

蔭山雅博「「V　中国教育通史」　解説」佐藤尚子ほか編『中国近現代教育文献資料

集』 9 ，東京：日本図書センター，2006年

華中鉄道編集部『昭和十五年三月一日現在 華中鉄道股份有限公司組織一覧表』出版

地，出版者，出版年不明

金丸裕一「中国工業調査　　電力産業史の事例から」［本庄比佐子・内山雅生・久保

亨共編2002］所収

川井悟「日中戦争前中国安徽省における茶統制政策　　祁紅運銷委員会設立案の分

析」『経済論叢』第136巻第 4 号，1985年

川井悟「日中戦争前，中国安徽省における紅茶生産合作社育成政策の展開」『福山大

学経済学論集』第12巻第 1 ・ 2 号，1988年

川田稔『昭和陸軍の軌跡　　永田鉄山の構想とその分岐』東京：中央公論新社，
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2011年

川村湊『満洲鉄道まぼろし旅行』東京：ネスコ，1998年

河原林直人「南洋協会と南進政策　　南洋経済懇談会に観る利害関係」［松浦正孝編

2007］所収

河原林直人「熱帯産業調査会開催過程に観る台湾の南進構想と現実　　諸官庁の錯

綜する利害と認識」『名古屋学院大学論集 社会科学篇』第47巻第 4 号，2011年

銀屋義「南支に於ける通貨問題」『一橋論叢』第 9 巻第 2 号，1942年

工藤章「総説II　ドイツの通商政策と東アジア 1890-1945　　崩壊・再建・変容」

［田嶋信雄・工藤章共編2017］所収

工藤章「北京関税特別会議とドイツの通商政策　　東アジア外交におけるアメリカ

への追随」［田嶋信雄・工藤章共編2017］所収

久保亨「興亜院の中国実態調査」［本庄比佐子・内山雅生・久保亨共編2002］所収

久保亨「華北地域概念の形成と日本」［本庄比佐子・内山雅生・久保亨共編2013］所

収

久保亨「仁礼敬之の『北清見聞録』と黎明期のアジア主義」東洋文庫編『アジア学

の宝庫，東洋文庫　　東洋学の史料と研究』東京：勉誠出版，2015年

久保亨「近代中国経済の変容と1930年代」［波多野澄雄・中村元哉編『日中戦争は

なぜ起きたのか　　近代化をめぐる共鳴と衝突』東京：中央公論新社，2018］所

収

久保亨『20世紀中国経済史論』東京：汲古書院，2020年

熊野直樹『麻薬の世紀　　ドイツと東アジア1898-1950』東京大学出版会，2020年

熊野直樹・柴尾健一・山田良介・中島琢磨・北村厚・金哲『政治史への問い／政治

史からの問い』京都：法律文化社，2009年

クリスティー, アガサ（黒原敏行訳）『ナイルに死す』東京：早川書房，2020年

栗田尚弥『上海東亜同文書院　　日中を架けんとした男たち』東京：新人物往来社，

1993年

桑原哲也・富澤芳亜「戦時期の在華日本紡績同業会理事の回顧　　堤孝氏（鐘紡，

在華日本紡績同業会）インタビュー」『近代中国研究彙報』第35号，2013年

呉佩軍「『香港日報』日本語版とその芸術欄」『跨境　　日本語文学研究』vol. 8, 2019



379主要文献目録

年

小池求「中国の不平等条約改正の試みと第一次世界大戦」［池田嘉郎編2014］所収

興亜院華中連絡部『中支ニ於ケル棉花調査報告書（昭和十五年度）』上海：興亜院華

中連絡部，出版年不明

後藤乾一『原口竹次郎の生涯　　南方調査の先駆』東京：早稲田大学出版部，1987

年

後藤乾一「台湾と南洋　　「南進」問題との関連で」［大江志乃夫ほか編1992］所収

小宮義孝『農暦新春』（華中鉄道江南叢書 3 ）上海：華中鉄道，1944年

小山久左衛門『南清製糸業視察復命書』小諸町（長野県）：小山久左衛門，1906年

小山松寿『南清貿易』東京：東京専門学校出版部，1901年

滬友会『東亜同文書院大学史』東京：滬友会，1955年

近藤正己『総力戦と台湾　　日本植民地崩壊の研究』東京：刀水書房，1996年

左近幸村「19世紀後半から20世紀初頭にかけてのロシアの茶貿易　　汽船との関連

を中心に」『スラヴ研究』第59号，2012年

笹川裕史編『現地資料が語る基層社会像　　20世紀中葉東アジアの戦争と戦後』東

京：汲古書院，2020年

佐多則昭「台湾南方調査の回顧」［毎日新聞社編1978］所収

佐藤善治郎『南清紀行』東京：良明堂書店，1911年

佐藤尚子「「II　欧米諸国の在華教育事業」　解説」佐藤尚子ほか編『中国近現代教

育文献資料集』 3 ，東京：日本図書センター，2005年

佐藤尚子「「IV　日本占領下の中国教育」　解説」佐藤尚子ほか編『中国近現代教育

文献資料集』 7 ，東京：日本図書センター，2005年

佐藤正晴「日本の植民地下の台湾メディア　　1930年代初頭の『台湾日日新報』を

中心に」『明治学院論叢』第689号，2003年

実藤恵秀『中国人日本留学史稿』東京：日華学会，1939年

三宝政美「「北京週報」の記者丸山昏迷について　　北京女高師学生団訪日旅行を通

して」『国際経営・文化研究』第 3 巻第 2 号，1999年
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静岡県茶業組合連合会議所編『静岡県茶業史』静岡：静岡県茶業組合連合会議所，

1926年

静岡県茶業組合連合会議所編『静岡県茶業史 続篇』静岡：静岡県茶業組合連合会議

所，1937年

柴田善雅「株式会社福大公司の中国占領地事業」『大東文化大学紀要（社会科学編）』

第53号，2015年

清水孫秉・大野恭平編『柳生一義』渋谷町（東京府）：山崎源二郎（私家版），1922

年

上海東亜同文書院大学『創立四拾週年 東亜同文書院記念誌』上海：上海東亜同文書

院大学，1940年

朱徳蘭「戦時台湾拓殖株式会社広東支店におけるタングステン鉱石の収購活動 1939-

1943」［森田明・朝元照雄編訳2017］所収

鍾淑敏「日本統治時代における台湾の対外発展史　　台湾総督府の「南支南洋」政

策を中心に」東京大学博士論文，1996年

白岩龍平『揚子江沿岸　　列国競争の焦点地』（時事叢書第30編）東京：富山房，

1916年

城山智子『大恐慌下の中国　　市場・国家・世界経済』名古屋：名古屋大学出版会，

2011年

辛亥革命研究会編『中国近現代史論集　　菊池貴晴先生追悼論集』東京：汲古書院，

1985年

末廣昭「アジア調査の系譜　　満鉄調査部からアジア経済研究所へ」［末廣昭編2006］

所収

末廣昭編『地域研究としてのアジア』（岩波講座「帝国」日本の学知　第 6 巻）東

京：岩波書店，2006年

鈴木連三『北部福建事情』（南支那及南洋調査第53輯）台北：台湾総督府，1921年

須永徳武「台湾銀行の中国資本輸出活動　　自己資金単独借款を中心として」『土地

制度史学』第35巻第 2 号，1993年

須永徳武「第一次大戦期における台湾銀行の中国資本輸出」『立教経済学研究』第

59巻第 1 号，2005年
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関根保右衛門『華中鉄道沿革史（未定稿）』東京：華鉄会，1962年

副島圓照「戦前期中国在留日本人人口統計（稿）」『和歌山大学教育学部紀要』人文

科学第33集，1984年

孫安石「日本人の見た上海イメージ　　『上海案内』の世界」孫安石監修『近代中国

都市案内集成』上海編，第 1 巻，東京：ゆまに書房，2011年

孫安石監修『近代中国都市案内集成』上海編，東京：ゆまに書房，2011-2012年

孫暁萌「天津『庸報』（1926-1944）の変遷と編輯方針についての考察」『龍谷大学

社会学部紀要』第37号，2010年

孫暁萌「関東軍の宣伝工作についての考察　　天津『庸報』の買収と世論操作」『現

代中国研究』第30号，2012年

孫暁萌「『庸報』の創刊背景と刊行初期の編集方針　　1920年代中国商業新聞の考

察を兼ねて」『龍谷大学社会学部紀要』第42号，2013年

孫暁萌「日中戦争勃発前後における天津「庸報」の輿論誘導　　二九運動から義金

募集運動まで」『龍谷大学社会学部紀要』第53号，2018年

孫暁萌「1920年代中国華北地域における私営新聞の勃興　　天津『庸報』を事例と

して」『龍谷大学社会学部紀要』第54号，2019年

大学史編纂委員会編『東亜同文書院大学史』東京：滬友会，1982年

大陸新報社『大陸年鑑』上海：大陸新報社，1941-1944年

台湾銀行『台湾銀行十年後志』台北：（台湾銀行）川北幸壽，1916年

台湾銀行『台湾銀行二十年誌』台北：（台湾銀行）川北幸壽，1919年

台湾銀行（川北幸壽）『台湾銀行十年志』台北：台湾銀行，1910年

台湾銀行史編纂室『台湾銀行史』東京：台湾銀行史編纂室，1964年

台湾総督府『厦門帝国領事館管内事情』（南支那及南洋調査，第49輯）台北：台湾

総督府，1921年

台湾総督府『広東省概説』台北：台湾総督府，1938年

台湾総督府『汕頭の一般概況』（南支那及南洋調査，第239輯）台北：台湾総督総督

府，1939年

台湾総督府『福州事情』台北：台湾総督府，1941年

台湾総督府『事変後に於ける広東省政概況』（外事部調査，第76号）台北：台湾総
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督府，1942年

台湾総督府『厦門概況』（外事部調査，第84号）台北：台湾総督府，1942年
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