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1. 略歴 
 1981.03  東京大学文学部印度哲学印度文学専修課程卒業 
 1981.04  東京大学大学院人文科学研究科修士課程（印度哲学）入学 
 1984.03  東京大学大学院人文科学研究科修士課程（印度哲学）修了 
 1984.04  東京大学大学院人文科学研究科博士課程（印度哲学）進学（-1989.3） 
 1985.07  インド・デリー大学大学院留学（文部省国際交流計画）（-1986.05） 
 1988.04  日本学術振興会特別研究員（-1990.03） 
 1994.06  博士（文学）（東京大学） 
 1994.10  東京大学文学部助教授 
 1995.04  東京大学大学院人文社会系研究科助教授 
 2006.01-03  School of Oriental and African Studies (University of London) 教授 
 2006.04  東京大学大学院人文社会系研究科教授 
 2007.04    東京大学大学院人文社会系研究科（次世代人文学開発センター兼担）教授 
 2011.03-04  Stanford University 客員教授 
 2012.02-05  University of Virginia 客員研究員 
 2013.06    東京大学大学院人文社会学研究科（次世代人文学開発センター配置換、インド哲学仏教学兼担）教授 
  2017.03-05  University of Vienna (Faculty of Philology and Cultures) 教授 
 

 
2. 主な研究活動 
a 専門分野  b 研究課題 

 専門分野はインド仏教の教典形成史、および人文情報学（Digital Humanities）。前者については sutra, vinayaの形成過

程の解明を通して初期仏教から大乗仏教にいたる思想史の構築を目標とする。この研究の過程で、大乗仏教の起源に

ついて伝承の媒体変化による発生という、新たな学説を提起するに至った。これまでの研究テーマは、(1)大乗仏教の

形成過程と特徴の解明、(2)近代仏教学の仏教研究方法の問いなおし、(3)仏教と現代の臨床的諸問題とのかかわりの考

究、および(4)大乗仏教の起源研究という 4 点に集約される。西洋近代に生まれ、200 年の歴史を有する仏教学の方法

論全体を検証する作業のなかにこれらの 4 点を据え、仏教学があらたに進むべき道を開拓しつつある。後者の課題、

人文情報学については、巨大仏教文献の電子化事業を進める過程で15年ほど前から本格的に着手した。現在、科学研

究費基盤Ｓ「仏教学術新知識基盤の構築」を中心に据え、次世代に向けた仏教学の国際的知識基盤づくりをモデル的

事業にしつつ、デジタル時代における人文学に必要な知識基盤の整備に努めている。 
c 概要と自己評価 

大乗経典形成過程の解明については、社会背景に成立要因を還元するという、これまで主流であった研究のもつ問

題点をさまざまに洗い直し、テクスト研究としての大乗仏教研究の方法を整備してきた。この過程で、書写経典の創

出による伝承形態の変容という新たな視点が獲得され、ここに3、4年は、エクリチュールとしての大乗経典の特性

の解明をすすめる向きに進んできた。言語論的転回を経た人文学において重要な課題となったテクスト論は、ことに

初期の大乗経典を扱うさいに不可欠な視点となる。仏教学方法論全般の問い直しについては、現在進められている仏

教研究批判のほとんどが、オリエンタリズム論の影響を被ったままに留まっていることを反省し、仏教学の資料の特

性と方法の適合性とを照合させる作業を進めている。いずれも作業は一段階を終えており、これから成果として発表

できる地点にきている。 
人文情報学にかんしては、ことにこの5年ほど蓄積した成果を国際学界において意欲的に検証しつづけたことによ

って、仏教研究がDigital Humanitiesという人文学新領域 の構築と推進において果たすべき役割が大きく増した。こ

とに、文字の次元におけるUnicodeへの登録と ISO漢字委員会への参加、テクストの次元におけるTEI (Text Encoding 
Initiative)コンソーシアムでの東アジア日本研究会の設置、画像の次元における IIIF(International Image Interoperability 
Framework)への参画は、日本の人文学全体にとって意義の大きな企図と評価している。仏教学という個別の分野から

の貢献として、今後、さらに精力的に進めてゆきたい。 
 
 



 

d 主要業績  

(1) 著書 

共著、Charles Muller, Masahiro Shimoda, Kiyonori Nagasaki, “The SAT Taishō Text Database: A Brief History, ”査読有、

Jiang Wu and Greg Wilkinson ed. Reinventing the Tripitaka: Transformation of the Buddhist Canon in Modern East Asia, 2017, 
Lanham: Lexington Books.  

(2) 論文 

単著、下田正弘「仏教の社会的実践を考えるためのいくつかの課題」（『日本仏教学会年報』#81、査読有、2016、pp. 
155-168） 

単著、Masahiro Shimoda, “Towards the Construction of a Common Infrastructure for CJK Ideographs in the Sinographic Cultural 
Sphere,” Transactions of the International Conference of Eastern Studies, 61, pp. 125-129, The Tōhō Gakkai, 2016.12 

単著、下田正弘「書評論文 島薗進『日本仏教の社会倫理――「正法」理念から考える』――」（『宗教研究』90-3、
査読有、2016.12: 106-113） 

単著、下田正弘「仏教学の方法と未来――領域独存から超域共存へ――」（『印度学仏教学研究』65-2、査読有、2017、 
pp. 1-11） 

単著、下田正弘「比較思想と人文情報学――デジタル・ヒューマニティーズの現在から――」（『比較思想研究』44
号、pp. 52-57、2017） 

(3) 講演録 

下田正弘「称名念仏の意味について」『在家仏教』66巻、通巻778号、pp. 12-30、2017.3 
下田正弘「称名念仏と浄土――現代の思想的課題からの照射――」『現代と親鸞』35号、pp.261-285、2017.6 

(4) 学会・シンポジウム 

国際（基調講演）、(Invited, Keynote) Masahiro Shimoda “Reconsidering the origin(s) of Mahāyāna Buddhism in the post-
Linguistic Turn era” Eko Center Internationales buddhistisches Symposium im Eko-Haus (Dusseldorf: Germany), 2016.4.2 

国際（招待）(Invited) Masahiro Shimoda, “The Significance of Constructing a Buddhist Studies Knowledge Base in the Diversity 
of Digital Humanities,” Masahiro Shimoda (University of Beijing), 2016.4.22 

国際（主催）下田正弘、国際東方学者会議「漢字文化圏に共通する漢字基盤の構築に向けて」東京、2016.5.20 
国際（基調講演）(Invited, Keynote) Masahiro Shimoda, “Reconsidering the Methodologies for the Study of Mahāyāna Sūtras 

after the “Linguistic Turn” in History” Symposium: “The Buddha’s Words and Their Interpretations” (Otani University, Kyoto) 
2016.5.27 

国際（招待）(Invited) Masahiro Shimoda, “Some Reflections on Hermeneutical Issues Concerning the Tathāgatagarbha Theory 
in Relation to the Mahāparinirvāṇa-mahāsūtra: Wŏnhyo, Bu ston and Critical Buddhism,” "International Conference on the 
*Tathāgatagarbha *or Buddha-nature Thought: Its Formation, Reception, and Transformation in India, East Asia, and Tibet,” the 
Geumgang Center for Buddhist Studies (GCBS) at Geumgang University, South Korea, 2016.8.7 

国際（招待）(Invited) Masahiro Shimoda, “Missions of Buddhist Studies in Digital Humanities for Developing the Full Potentials 
of Arts and Humanities Studies in the Digital Age”, at International Workshop entitled “Presenting Cultural Specificity in Digital 
Collections” University of Singapore (Singapore) , 2016.8.12 

国内（主催）、下田正弘「仏教学の方法と未来」（日本印度学仏教学会第67回学術大会、東京大学）、2016.9.3 
国際（招待）(Invited) Masahiro Shimoda “Future of East Asian Digital Humanities” Annual Conference of Japanese Association 

of Digital Humanities “Digital Scholarship in History and the Humanities” University of Tokyo, 2016.9.14 
国際（招待）(Invited) Masahiro Shimoda, “Possibilities of Re-creation of Buddhist Studies in the Digital Age” Buddhist Literacy 

in Early Modern Northern Vietnam Rutgers University, Rutgers University (USA) , 2016.9.24 
国際（招待、基調）“Significant Potentials of the Humanities in East Asia for the Development of Globally Shared Digital 

Humanities: Illustrative Details Provided by Buddhist Studies,” 6th Conference of Digital Archive and Digital Humanities, 
National Taiwan University, 2015. 12.2 

国内（招待、基調）下田正弘「テクストが消えるとき――人文学の所在――」筑波大学哲学思想学会、2016.10.15 
国際（招待）(Invited) Masahiro Shimoda “Missions of Buddhist Studies in Digital Humanities for Developing the Full Potentials 

of Arts and Humanities Studies in the Digital Age” (Revised version of the presentation with the same title given at the University 
of Singapore) 2016.10 “International Conference on Recent Trends in Buddhist Research” Zhejiang University (China),  
2016.10.22 

国内（招待）下田正弘「法然浄土教の意義」（浄土宗研究公開講座）大正大学、2017.2.6 
 



 

国際（招待）International Symposium “Vom Palmblatt ins Digital Archiv”„The Future of Digital Texts in South Asian Studies,” 
Austrian Academy of Sciene, May 22, 2017 

国内（招待）下田正弘「比較思想と人文情報学」、比較思想学会 44 回学術大会（特別パネル「情報化と比較思想」）

中央大学、2017. 6.18 
国際 Masahiro Shimoda, “Self-benefit and the benefit to others in Pure land Buddhism in India,” The 18th Biannual Conference 

of International Association for Shin Buddhist Studies, 1st July 2017, (Tokyo, Japan) 
国内（招待）浄土宗テクスト公開講座招待講演「浄土宗全書データベースとSAT大蔵経データベース連携の意義に

ついて」（浄土宗宗務庁）、2017.7.24 
国際（共同発表）Kiyonori Nagasaki, Tetsuei Tsuda, X. Jie Yang, Yuho Kitazaki, A. Charles Muller, Masahiro Shimoda, “A 

Collaborative Approach between Art History and Literature via IIIF”, Digital Humanities 2017, Montreal, Canada, (2017.8.7-
11) 

国際 Masahiro Shimoda,“Chinese Translations and a Pāli Commentary to Bridge a Gap between the “Northern” and the 
“Southern” Traditions,” 18th Conference of the International Association of Buddhist Studies, 22nd August 2017, University of 
Toronto, (Toronto, Canada) 

国内（招待講演）「『新纂浄土宗大辞典』がもたらすもの」浄土宗総合学術大会（浄土宗総合学術大会特別部会企画）、

大正大学、2017.9.7 
国際（共同発表）Naoki Kokaze, Kiyonori Nagasaki, Makoto Goto , Yuta Hashimoto , Masahiro Shimoda, and A. Charles Muller, 

“TEI/XML Methodological Examination on Unit Conversion not Based on the Metric System,” TEI Conference 2017, Victoria, 
Canada, (2017.11.14) 

国際（主催）国際シンポジウム「デジタルアーカイブ時代の人文学の構築に向けて――仏教学のための次世代知識

基盤の構築――」（東京大学）、2018.1.6-7 
国際（招待、基調講演）「デジタルアーカイブ時代における日本の人文学の課題」（関西大学シンポジウム「デジタル

アーカイブが開く東アジア文化研究の新しい地平」）、2018.2.17 
国際（招待）(Invited) Mashairo Shimoda, “Retrospect and Prospects of Humanities Studies in the Digital Age” (The Second 

International Interdisciplinary Faculty Forum of the University of Chicago and the University of Tokyo), Perspectives on Big 
Data, (University of Chicago) USA, 2018.3.12 

国際（招待）(Invited) Masahiro Shimoda, “Overview of the Activities of Digital Humanities Initiative at the University of Tokyo” 
International Conference on Cyberinfrastructure for Historical China Studies, Harvard Yenching Institute, Organized by Peter 
Bol, Donald Sturgeorn and Wang Hongsu, Shanghai, 2018.3.15 

(5) プレリリース（東大広報） 

研究成果「2800字超の外字がUnicodeに収録される」2017.7.14 
研究成果「万暦版大蔵経（嘉興蔵）デジタル版が公開された」2017.9.7 
研究成果「人文情報学拠点が中国デジタル図書館国際協力計画（CADAL）に日本初の加盟」2018.1.24 

(6) 科研費等 

研究代表者、科学研究費基盤研究 S「仏教学新知識基盤の構築――次世代人文学の先進的モデルの構築」（2015.6-） 
研究分担者、科学研究費基盤研究A「バウッダコーシャ」 

 
3. 主な社会活動    

(1) 他機関での講義等 

ウィーン大学教授 
武蔵野大学大学院非常勤講師 
朝日カルチャーセンター講師 

(2) 学会 

国際、Alliance for Digital Humanities Organizations、理事 
国際、International Association for Buddhist Studies、理事 
国際、The Eastern Buddhist Society, Boad Member（編集顧問）  
国際、Japanese Association for Digital Humanities（日本デジタル・ヒューマニティーズ学会）会長、理事 
国内、日本印度学仏教学会、理事長 
国内、日本宗教学会、常務理事、評議員 
国内、財団法人東方学会、理事 



 

国内、仏教思想学会、理事 
国内、パーリ学仏教文化学会、理事 
国内、比較思想学会、理事 
国内、日本学術会議連携会員 

(3) 学外組織（学協会、省庁を除く）委員・役員 

大蔵経テキストデータベース研究会(SAT)、代表委員 
一般財団法人人文情報学研究所、評議員 
大蔵経研究推進会議、常任議員、議長 
公益財団法人仏教伝道協会、英訳大蔵経編集委員会委員 
一般財団法人石原奨学育英会、評議員 
一般財団法人仏教学術振興会、理事、選考委員 
公益財団法人国際宗教研究所、監事 
宗教法人曹洞宗将来構想委員会第一部会、委員 
一般財団法人東京大学仏教青年会、理事 

 
 
 
 
 
  


