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十
二
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『往
生
論
註
』
所
説

の
二
身
論
と

『
大
智
度
論
』
第

二
十
九
巻
所
説

の
二
身
論

に

つ
い
て

曽

根

宣

雄

一
、

は
じ
め
に

曇
鷺
大
師

(以
下
、
敬
称
を
略
す
)
の

『往
生
論
註
』
は
、
阿
弥
陀
仏

及
び
極
楽
浄
土
の
有
相
荘
厳
に
つ
い
て
詳
細
な
説
明
を
行

っ
て
い
る
。

曇
鷺
は
阿
弥
陀
仏
を
本
願
成
就
の
仏
と
捉
え
て
お
り
、
無
相
か
ら
有
相

荘
厳

へ
の
展
開
も
ま
た
本
願
成
就
に
よ
っ
て
実
現
し
た
も
の
と
し
て
捉

え
て
い
る
。

曇
鸞

は
国
土

・
仏

・
菩
薩
の
三
種
二
十
九
荘
厳
を

「広
」
と
し
、
「入

一
法
句
」
を

「略
」
と
し
、
「広
略
相
入
」
の
概
念
に
よ
っ
て
二
種
の
法

身
を
説
明
し
て
い
る
(
1
)

。
『往
生
論
註
』
巻
下
に
は
、

略
説

一
法
句
故
上
国
土
荘
厳
十
七
句
如
来
荘
厳
八
句
菩
薩
荘
厳
四
句
為
広
入

一
法
句
為
略
何
故
示
現
広
略
相
入
諸
仏
菩
薩
有
二
種
法
身

一
者
法
性
法
身
二

者
方
便
法
身
由
法
性
法
身
生
方
便
法
身
由
方
便
法
身
出
法
性
法
身
此
二
法
身

異
而
不
可
分

一
而
不
可
同
是
故
広
略
相
入
統
以
法
名
菩
薩
若
不
知
広
略
相
入

則
不
能
自
。
(
2
)

と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
法
性
法
身
に
よ
り
て
方
便
法
身
を
生

じ
、
方
便
法
身
に
よ
っ
て
法
性
法
身
を
出
す
と
し
、
こ
の
二
身
は
異
に

し
て
分
か
つ
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
二
身
の
解
釈
と
し
て
は
、
以
下
の
二
種
類
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。

A

法
性
法
身
=
理
智
不
二
の
理
=
真
如
の
理
=
法
身

方
便
法
身
=
悲
智
不
二
の
悲
=
有
相
如
来
=
報
身
(
3
)

B

法
性
法
身
=
理
智
冥
合
=
法
性
の
理
を
証
得
し
た
仏

(般
若
の

慧
)
=
阿
弥
陀
仏
の
智
慧
=
無
分
別
智

方
便
法
身
=
荘
厳
功
徳
成
就
相
=
仏
の
利
他
の
働
き

(方
便
の

智
)
=
浄
土

の
荘
厳
=
無
分
別
後
智
(
4
)

こ
の
う
ち
A
は
、
真
如
よ
り
報
身
の
阿
弥
陀
仏
が
生
じ
る
と
い
う
流

れ
に
お
い
て
無
相
か
ら
有
相

へ
の
展
開
を
み
る
も
の
で
あ
り
、

B
は
阿

弥
陀
仏

の
般
若

の
慧

(無
分
別
智
)
と
方
便
の
智

(無
分
別
後
智
)
に

よ
っ
て
無
相
か
ら
有
相

へ
の
展
開
を
捉
え
る
も
の
で
あ
る
。
A
は
、
親
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鸞
の
法
語

に
基
づ
い
て
二
種
法
身
説
を
解
釈
す
る
も
の
で
あ
り
、
真
宗

学
の
研
究
者
に
多
く
み
ら
れ
る
見
解
で
あ
る
が
、
曇
鸞
が
そ
の
よ
う
に
解

釈
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
(
5
)

従
来
、
『
往
生
論
註
』
と

『大
智
度
論
』
の
二
身
論

(二
種
法
身
)
の
関
連
に
つ
い
て
は
、

A
に
基
づ

い
て
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
B
の
解
釈
に
基
づ
く
な
ら

ぼ
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
結
論
を
導
き
だ
す
こ
と
が
で
き

る

よ
う

に
考

え
ら

れ

る
の

で
、

以

下

そ

れ

に

つ
い
て
論

じ

て
み

た

い
。
(
6
)

二
、
『大
智
度
論
』
第
二
十
九
巻
に
説
か
れ
る
二
身
論

管
見
す
る
と
こ
ろ

『大
智
度
論
』
の
二
身
論
に
対
す
る
記
述
は
、
十

カ
所
あ
る
。
(
7
)

①
法
性
身
と
父
母
生
身

(第
九
巻
)、
(
8
)

②
神
通
変
化
身
と
父

母
生
身

(第
+
巻
)、
(
9
)

③
仏
身
と
法
身

(第
二
十
九
巻
)、
(
1
0
)

④
真
身
と
化
身

(第
三
十
巻
)、
(
1
1
)

⑤
法
性
生
身
と
隨
世

間
身

(第
三
士

ご
巻
)、
(
1
2
)

⑥
生
身
と

法
性
生
身

(第
三
+
四
巻
)、
(
1
3
)

⑦
法
性
生
身
仏
と
隨
衆
生
優
劣
現
化
仏

(第
三
+
四
巻
)、
(
1
4
)

⑧
法
身
と
生
身

(第
八
+
八
巻
)、
(
1
5
)

⑨
法
性
身
と
化
仏

(第
九
士

二
巻
)、
(
1
6
)

⑩
法
身
と
色
身

(第
九
+
九
巻
)
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ

の
う
ち
福
原
亮
厳
氏
は
、
⑩
の
法
身
と
色
身

の
二
身
論
を
も

っ
て

『往

(17
V

生
論
註
』

の
二
種
法
身
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
(
1
7
)

こ
れ

ら

一
々
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
紙
面

の
都
合
上
、

本
稿
で
は

『往
生
論
註
』
の
二
種
法
身
と
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
③

の
二
身
論

を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
(
1
8
)

『大
智
度
論
』
第
二
十
九
巻
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

『
往
生
論
註
』
所
説

の
二
身
論

と

『
大
智
度

論
』
第

二
十
九
巻
所
説

の
二
身
論

に
つ
い
て

(曽

根
)

問

日
。

十
方
諸
佛
。

及
三
世
諸
法
皆
無
相
相
。

今
何
以
故
説

三
十

二
相
。

一

相
尚
不
實

。
何
況

三
十

二
。
答
日
。
佛
法
有

二
種
。
一
者
世
諦

二
者
第

一
義
諦
。

世
諦
故

説

三
十

二
相
。
第

一
義
諦
故
説
無
相
。
有

二
種
道
。

一
者

令
衆
生
修

福
道

。

二
者
慧
道

。
福
道
故
説
三
十

二
相
。
慧
道
故
説
無
相

。
爲
生
身
故
説

三
十

二
相
。
爲
法

身
故
説
無
相
。
佛
身
以
三
十

二
相

八
十
隨

形
好
。
而
自
荘

嚴
法
身
。

以
十
力

四
無
所
畏

四
無
擬
智
十
八
不
共
法

諸
功
徳
荘
嚴
衆
生
。

有

二
種
因
縁
。

一
者

福
徳
因
縁
。

二
者
智
慧
因
縁
。
欲

引
導
福
徳
因
縁
衆

生
故

用
三
十

二
相
身
。
欲
以
智
慧
因
縁
引
導
衆
生
故

用
法
身
。
有

二
種
衆

生
。

一

者
知
諸
法

假
名
。

二
者
著
名
字
。
爲
著
名
衆

生
故

説
無
相
。
爲
知

諸
法
假
名

衆
生
故
。
説
三
十
二
相
。
(
1
9
)

ま
ず

「問
う
て
曰
く
、
十
方
の
諸
仏
及
び
三
世
の
諸
法
は
、
皆
な
無

相
の
相
な
り
、
今
何
を
以
て
の
故
に
三
十
二
相

を
説
く
や
。

一
相
す
ら

な
お
不
実
な
り
、
何
に
況
や
三
十
二
を
や
」
と

い
う
問

い
が
な
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
仏
法

に
は
世
諦

(俗
諦
)
と
第
一
義

諦
が
あ
る
と
し
、

世
諦
故

に
三
十
二
相
を
説
き
第
一
義
諦
故
に
無

相
を
説
く
と
述
べ
、
福

道
と
慧
道
が
示
さ
れ
福
道
故
に
三
十
二
相
を
説

き
慧
道
故
に
無
相
を
説

く
と
し
、
生
身
故

に
三
十
二
相
を
説
き
法
身
故

に
無
相
を
説
く
と
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
真
俗
二
諦
説
に
基
づ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
点
線
を
引
い
た
箇
所
で
あ
る
。
『大
正
蔵

経
』
及
び

『国
訳

一
切
経
』
で
は
、
「仏
身
は
三
十
二
相
、
八
十
隨

形

好
を
も
っ
て
自
ら
法
身
を
荘
厳
し
、
十
力
四
無

所
畏
四
無
磯
智
十
八
不

共
法
の
も
ろ
も
ろ
の
功
徳
を
以
て
衆
生
を
荘
厳

し
給
う
。
二
種

の
因
縁

5
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『
往
生
論
註

』
所
説
の
二
身
論
と

『大
智
度
論
』
第

二
十
九
巻

所
説

の
二
身
論

に

つ
い
て

(曽

根
)

あ
り
」
と
読
ん
で
い
る
。
三
十
二
相
、
八
十
隨

形
好
は
仏

の
有
相
性
を

示
す
も
の
で
あ
り
、
十
力
四
無
所
畏
四
無
擬
智
十
八
不
共
法
は
仏

の
無

相
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
無
相
な
る
十
力
四
無
所
畏
四
無
礙
智

十
八
不
共
法
が
衆
生
を
荘
厳
す
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
に
も
意
味
不
明

な
の
で
あ
る
。

今
、
こ
の
部
分
が
真
俗
二
諦
説
に
基
づ
い
た
説
明
で
あ
る
こ
と
を
踏

ま
え
て
解

釈
す
る
な
ら
ば
、
「仏
身

は
三
十
二
相
八
十
隨

形
好
を
も
っ

て
而
も
自
ら
荘
厳
し
、
法
身
は
十
力
四
無
所
畏
四
無
擬
智
十
八
不
共
法

の
も
ろ
も
ろ
の
功
徳
を
以
て
荘
厳
す
。
衆
生
に
二
種
の
因
縁
あ
り
」
(佛

身
以
三
十
二
相
八
十
隨
形
好
而
自
荘
嚴
。
法
身
以
十
力

・
四
無
所
畏

・
四
無
礙

智

・
十
八
不
共
法
諸
功
徳
荘
嚴
。
衆
生
有
二
種
因
縁
)
と
読
む
方
が
妥
当
で

あ
ろ
う
。
(
2
0
)

そ
う
す
る
な
ら
ぼ
、

ア
 
世
諦

・
福
道

・
生
身

・
福
徳
因
縁
―

仏
身

(三
十
二
相

・

八
十
隨
形
好
)
―
有
相

イ

第
一
義

諦

・
慧
道

・
法
身

・
智
慧
因
縁
―

法
身

(十
力

・
四
無

所
畏

・
四
無
礙
智

・
十
八
不
共
法
)
―
無
相

と
い
う
よ
う
に
明
確
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
、
イ
は

法
身
及
び
第
一
義

諦
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
十
力

・
四
無
所
畏

・
四

無
礙
智

・
十
八
不
共
法
を
具
足
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
理
体
そ
の
も
の

を
指
す
の
で
は
な
く
理
智
冥
合

・
理
智
不
二
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え

て
良

い
だ
ろ
う
。

一
方
ア
は
、
三
十

二
相

・
八
十
隨
形
好
と

い
う
語
か

ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
仏
の
有
相
荘
厳
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
ま
た
、
ア
が
理
智
冥
合

・
理
智
不
二
と
す
る
な
ら
ぼ
、
ア
と
イ

は

一
仏
身
上
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

『
往
生
論
註
』
に
説
か
れ
る

「法
性
法
身
」

は
、
理
智
冥
合

で
あ

っ

て
法
性
の
理
を
証
得
し
た
仏

(般
若
の
慧
)
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、

『大
智
度
論
』
二
十
九
巻
に
説
か
れ
る

「法
身
」

は
、
第
一
義
諦

で
あ
っ

て
智
慧
の
因
縁
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
両
者
は
、
仏
が
無

相
の
境
界

・
真
如

の
境
界
に
入
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
点
に
お
い
て

共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、

「方
便
法
身
」
は
荘
厳
功
徳
成
就
相
で
あ
っ

て
、
仏
の
利
他
の
働
き

(方
便
の
智
)
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
『大

智
度
論
』
二
十
九
巻
に
説
か
れ
る
仏
身

(生
身
)
は
世
諦

・
福
徳
の
因

縁
、
三
十
二
相

・
八
十
隨

形
好
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
る
。
両
者
に
お

い
て
共
通
し
て
い
る
の
は
、
仏
智
の
無
相
の
境
界

・
真
如
の
境
界
に
基

づ
い
て
有
相
荘
厳
を
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

ま
た
、
『往
生
論
註
』
及
び

『大
智
度
論
』

二
十
九
巻
所
説
の
二
身

論
が
共
に
、

一
仏
身
上
に
お
け
る
無
相
と
有
相

を
説

い
て
い
る
と
見
な

さ
れ
る
点
も
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

三
、

お
わ
り

に

従
来
、
『大
智
度
論
』
二
十
九
巻
の
仏
身
論

は

『往
生
論
註
』

の
二

身
論
と
の
関
連
を
指
摘
さ
れ
て
き
て
は
い
な
か

っ
た
。
理
由
と
し
て
は

『往
生
論
註
』

の
二
種
法
身
を
前
述
し
た
A
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
た

5
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こ
と
と
、
『大
智
度
論
』
自
体

の
読
み
方
の
問
題

の
二
点
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
今
仮
に
、
『往
生
論
註
』
の
二
身
論
を
前
述
し
た

A
の

よ
う
に
解
釈
す
る
な
ら
ぼ
、

「法
性
法
身
」
は
真
如
の
理
を
意
味
す
る

の
で
、

十
力

・
四
無
所
畏

・
四
無
礙

智

・
十
八
不
共
法
を
意
味
す
る

『大
智
度
論
』
二
十
九
巻
の

「法
身

(理
智
冥
合
)」
と
は
内
容
的
に
合

致
し
な
い
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も

『往
生
論
註
』
の
二
種
法
身
を
前
述

し
た
B
の

「法
性
法
身
=
理
智
冥
合

・
方
便
法
身
=
荘
厳
功
徳
成
就
相
」

と
解
し
た
上
で

『大
智
度
論
』
に
説
か
れ
る
仏
身
論
と
の
関
係
を
考
え

る
な
ら
ぼ
、
第
二
十
九
巻
の
仏
身
論

の
概
念
こ
そ
が
最
も
関
連
性
を
指

摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

1

「広

・
略

」

の
概
念

は
、

『大
智

度
論
』
第
八
十

三
巻

の

「略

と
は
、
諸

法

は

一
切
空

、
無

相
無
作
、
無

生
無
滅
な
り
と
知

る
。
広
と

は
、

諸
法

の

種
種

別
相
を
分
別

す
」

に
基
づ

い
た
も

の

で
あ
る
と
指
摘

さ
れ

て

い
る
。

(藤

堂
恭
俊

・
牧

田
諦
亮
著

『
浄
土

仏
教

の
思
想

』
四
巻

一
五
九
～

一
六

〇
頁
参
照
)

2

『
浄
全
』

一
巻

・
二
五
〇
頁

3

主
な
も

の
と
し
て
は
、
福
原
亮
厳
著

『
往
生
論
註

の
研
究
』
、

『仏

典
講

座

二
三

浄
土
論
註
』
、
幡

谷
明
著

『曇
鸞

教
学

の
研
究
』
、
渡
邊

了
生
氏

稿

「『
浄
土
論
註
』
広
略

相
入

の
論

理
と
道
綽

の
相
土

・
無

相
土
論
」

『
真

宗
研
究
会

紀
要
』

二
四
号
所
収
な

ど
が
あ
る
。

4

前
掲

『浄

土
仏
教

の
思
想
』

四
巻

一
六
〇
～

一
六

一
頁
参
照
。

5

拙

稿

「『
往
生
論

註
』

に
説

か
れ

る
広

略
相
入

に

つ
い
て
1
藤

堂
恭

俊

『往

生
論
註

』
所
説

の
二
身
論

と

『
大
智
度
論
』
第

二
十
九
巻

所
説

の
二
身
論

に

つ
い
て

(曽

根
)

博
士

の
解

釈
を

め
ぐ

っ
て
―
」

(『
仏
教
文
化

学
会
紀
要
』
第
十

号

所
収
)

参
照
。

6『大
智
度
論

』
第

二
十

九
巻

に
説
か
れ

る
二
身
論
と

『往
生

論
註

』
に

説
か
れ
る

二
種
法
身

の
関
連

に

つ
い
て
は
、
か

つ
て
拙
稿

「法
然

上
人
に

お
け

る
内
証

・
外
用
」
②

(『
佛
教
文

化
学
会
紀

要
』
第
三
号

)

に
お

い

て
些

か
指
摘

を
し
た

こ
と
が
あ
る
。

7『大
正
』

二
十

五
巻

・
一
二
二
頁

a
。

8

『大
正
』

二
十

五
巻

・
一
三
一
頁

c
。

9

『大
正
』

二
十
五
巻

・
二
七

四
頁

c
。

1
0

『大
正
』

二
十

五
巻

・
二
七

八
頁

b
。

1
1

『大
正
』

二
十
五
巻

・
三
〇

三
頁

b
。

12

『大
正
』

二
十
五
巻

・
三

一
〇
頁

b
。

13

『大
正
』

二
十
五
巻

・
三

一
三
頁

b
。

1
4

『大
正
』

二
十
五
巻

・
六
八

三
頁

a
。

15

『大
正
』

二
十
五
巻

・
七

一
二
頁

b
。

1
6

『大
正
』

二
十
五
巻

・
七

四
七
頁

a
。

1
7
福
原
亮
厳

『往
生
論
註

の
研
究

』
四
〇

五
頁
。

18

な
お
、
『
大
智
度

論
』
所

説

の
二
身
論

に

つ
い
て
は
、
別
稿

に

お
い
て

考
察
す

る
予
定

で
あ
る
。

19

『大
正
』

二
十
五
巻

・
二
七

四
頁

c
。

2
0
ち

な
み
に

『望

月
佛
教
辞
典
』

四
〇
二
九
～
四
〇
三
〇
頁

で
も
、

こ
の

よ
う

に
読
ん

で
い
る
。

〈
キ
ー

ワ
ー
ド
〉

『
往
生
論
註
』
、

『大
智
度
論
』
、

二
種
法
身
、

二
身
論

(大
正
大
学
非
常

勤
講

師

・
浄
土
宗
総
合

研
究

所
研
究

員
)

5
5



(128) Abstracts

7. Huisi's Priliminary Step in samadhi of the Lotus sutra 

Daigo TSURUTA

The samadhi of the Lotus Sutra was taught to Zhiyi by Huisi on Mount

Dasu. At that tinge Zhiyi reached a certain state. But Huisi judged what

Zhiyi realized was the preliminary step. Huisi's preliminary step was to

preach in accordance with the various living beings based on the Meaning of

the Course of Ease and Bliss in the Lotus Sutra. There are two ways. One is

to preach infinite meanings in accordance with living beings, the samadhi

with infinite meanings(無 量 義 三 昧). The other is to manifest various figures

in accordance with living beings, the samadhi that manifest the various fig-

ures universally(普 現 色 身 三 昧). After the two samadhis that manifest infi-

nite meanings are obtained, the samadhi of the Lotus Sutra that melds the

infinite meanings into one is obtained. That is the perfect state at last.

8.The Meaning of ganying感 鷹and感 通in Chinese Buddhism

                                       Takeshige SUWA

Since the seventh century, several miraculous stories of Buddhism were 

edited in China. The famous historian of Chinese Buddhism, Daoxuan, un-

derstood those stories through the ideas of ganying and gantong. He inter-

preted the two words as having the same meaning, signifing specific and 

amazing phenomena about faith in Buddhism. His interpretation of the two 

words influenced later editors. 

 It is the aim of this paper to define Daoxuan's interpretation of ganying 

and gantong and its influence on later generations, and also to examine the 

role of miraculous stories in Chinese Buddhism.

9.On the Treatise on Two Bodies of the Buddha in the Wangsheng lunzhu

往 生 論 註and in the Mahaprajnaparamitopadesa juan 29

Nobuo SONE 

No one has discussed the relation between the treatise on two bodies of
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the Buddha in the Wangsheng lunzhu往 生 論 註
, and the treatise on the body

of the Buddha in the Mahaprajnaparamitopadesajuan 29, because there are

issues on interpretation of(1)the treatise on two bodies of the Buddha and

of(2)the Mahaprajnaparamitopadesa.After due consideration of these two

issues, I believe that the concept of the treatise on the body of the Buddha in

the Mahaprajnaparamitopadesa 29 is closest to the treatise on two bodies of

the Buddha in the Wangsheng lunzhu.

10. Jizang's Theory of Rebirth in Sukhavati: Wuliangshou visualization and 

the repentance of one beyond acquisition 

Masahiko ITO

This study tries to clarify the Sanlun(三 論)scholar Jizang's thoguht re-

garding Pure Land ideas. In particular it considers the Wuliangshou visual-

ization(無 量 寿 観),and clarifies its relation to the repentance of the individu-

al beyond the idea of acquisition(無 所 得 人懺悔).

11. The Judgment of the Buddha-kaya of Amitabha in the Chapter on the 

Three Buddha Bodies in the Dacheng fayuan yilin zhang 

Kana HAYASHI

We find in the chapter of Buddha's land(Fotu zhang仏 土 章)in Ji's基

Dacheng fayuan yilin zhang『 大 乗 法 苑 義 林 章 』his discussion of the body

and land of the Buddha Amitabha. Here it is stated that Amitabha's pure land

combines the sambhoga-kaya and nirmana-kaya lands. However, in the chap-

ter on buddha-kaya, Sanshen yilin三 身 義 林in the same work, there is a

description which emphasizes that Amitabha is sambhoga-kaya, this opinion

being justified by many scriptural citations. Especially Ji's interpretations of

the Guyinsheng jing『 鼓 音 聲 経 』and the Guanyin shouji jing『 観 音 授 記

経 』are unique and original. Ji did not accept the theory of Pure Land Bud-

dhism(Jingtujiao浄 土 教)that ordinary people(fanfu凡 夫)would be able to

be born in a sambhoga-kaya's land only by invocation of Amitabha. But I
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