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ABSTRAKSI 

Penelitian ini menggunakan tema penggunaan jodoushi reru dan rareru beserta makna nya 

sebagai objek dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara 

detail tentang penggunaan verba bantu reru dan rareru pada ukemi, sonkei, kanou dan 

jihatsu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, 

dimana data-data disajikan dalam bentuk kata kata dan bukan angka. Sumber data dalam 

penelitian ini yaitu bersumber dari jurnal, artikel, buku dan website yang memuat kalimat 

bahasa Jepang yang menggunakan jodoushi reru dan rareru. Analisis data pada penelitian 

ini dilakukan dengan dua tahap yaitu identifikasi fungsi dan analisis makna. Identifikasi 

fungsi jodoushi reru dan rareru pada penelitian ini dilakukan merujuk pada struktur 

kalimat. Analisis dalam penelitian ini membahas poin apa saja yang menjadi ciri khas 

masing-masing fungsi. Teori yang digunakan yaitu teori tentang ukemi, sonkei, kanou dan 

jihatsu. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa verba reru dan rareru 

bisa berbeda makna sesuai dengan fungsi yang digunakan. Setelah dianalisis diketahui 

bahwa verba rareru pada ukemi, sonkei, kanou dan jihatsu memiliki ciri khas masing-

masing dan tidak memiliki kaitan satu sama lain, melainkan membawa makna masing-

masing. Penelitian ini masih perlu ditindaklanjuti dan digarap lebih dalam karena 

cakupannya masih luas dan memiliki manfaat bagi pembelajar dan pengajar bahasa Jepang. 
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要旨 

本研究には、 助動詞れると ら れる を テ ー マ と し て そ の意味を研究し て いる 。 本研

究には受け身、 尊敬、 可能、 自発における助動詞れる と ら れるの使用を詳細に説

明し て いる 。 本研究には使用さ れた方法は定性分析でデー タ は数字ではなく 単語

の形で提示さ れる 。 本研究のため、 助動詞れる と ら れる を使用し た日本語の文章

を含む記事、 本、 およびウ ェ ブ サイ ト から のものを使用する 。  

本 研究のデ ー タ分析は、 機能の特定と 意味の分析と いう 2つの段階を論じ る を

する 。 本研究における助動詞れる と ら れる機能の同定は、 文型を参照し ている 。

本研究で分析さ れた意味は意味論的意味である 。 ま た本研究の分析では、 各機能

の特徴は何であるかについて説明する 。 使用さ れる理論は、 受身、 尊敬、 可能お

よび自発の理論だ。 デ ー タ分析の結果に基づいて 、 動詞れる と ら れるは、 使用さ

れる機能に応じ て異なる意味を持つと 結論を出す。  

分析の結果、 受身、 尊敬、 、 可能、 自発のれる動詞は、 そ れぞれの特徴があり 、

関連性はないが、 そ れぞれの意味を持っ て いる こ と がわかっ た 。 範囲はまだ広く 、

日本語学習者および日本語の教師にと っ て も益があるので、 本研究はさ ら に深く

研究必要がある 。  
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