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台湾における日本ドラマの視聴実態 

に関する調査研究

藤田真文

（法政大学社会学部メディア社会学科教授）

【要約】

本論文の目的は、日本制作のテレビドラマ（以下「日本ドラ

マ」）が、現在台湾でどのように視聴されているのか、①放送・配

信事業者へのヒアリング調査、②視聴者へのグループ・インタビュ

ー調査、③視聴者 Web アンケート調査を通じて明らかにしていく

ことにある。放送・配信事業者ヒアリング調査から、現在台湾のケ

ーブルテレビの日本番組専門チャンネルや現地 OTT は、日本での

放送後ほとんどタイムラグなく日本ドラマを放送・配信する番組調

達および字幕翻訳体制を整えていることがわかった。視聴者グルー

プ・インタビュー調査からは、台湾では日本ドラマファンであって

も、制作費をかけた映像や CG のクオリティの高さから韓国ドラマ

を評価していることが明らかになった。視聴者 Web アンケート調

査では、台湾では中国ドラマまたは韓国ドラマの人気が高く、日本

ドラマはかなり劣位に置かれているという結果を得た。

キーワード：�日本ドラマ、視聴実態、放送・配信事業者ヒアリング

調査、視聴者アンケート調査、フォーカス・グループ

インタビュー
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關於日劇在台灣的閱聽實情之調查研究
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【摘要】

本論文的目的，在於釐清日本製作的電視劇（以下以「日劇」稱

之），目前在台灣是如何進入閱聽大眾視野的？將透過三種方式①電

視台．網路播放平台業者的意見蒐集調查、②閱聽者團體訪談調查、

③閱聽者網路問卷調查進行釐清。從電視台．網路播放平台業者的意

見反映可以了解到，現在台灣有線電視台的日本節目專營頻道與當地

的 OTT，在日劇於日本播出後，幾乎零時差地在台灣電視台與網路

播出，並完善字幕翻譯體制。而從閱聽者的團體訪談調查則理解到，

即使在台灣仍有許多日劇迷，但對於耗費鉅資所呈現的高品質畫面

與 CG效果的韓劇，也有高度評價。從閱聽者的網路問卷調查結果可

了解到，陸劇與韓劇在台灣相當受到歡迎，相對來說日劇則是屈居下

風。

關鍵字： 日劇、閱聽實情、電視台轉播．網路播放平台業者訪談調查、 

閱聽者問卷調查、焦點團體訪談
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Survey Research on the Viewing of Japanese 
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Faculty of Social Sciences, Hosei University

【Abstract】

The purpose of this paper is to clarify how Japanese-produced TV 
dramas ("Japanese dramas") are currently viewed in Taiwan through 
(1) interviews with broadcasters and distributors, (2) group interviews 
with audiences, and (3) an audience Web survey. The interview survey 
of broadcasting/distribution operators revealed that Taiwanese cable 
TV channels specializing in Japanese programs and local OTTs have 
established a program procurement and subtitle translation system 
to broadcast and distribute Japanese dramas with almost no time lag 
after their broadcast in Japan. The audiences group interview survey 
revealed that even Japanese drama fans in Taiwan appreciate Korean 
dramas due to the high quality of images and computer graphics with 
high production costs. The audience web survey showed that Chinese 
or Korean dramas are more popular in Taiwan, while Japanese dramas 
are ranked considerably lower.

Keywords:  J a p a n e s e  D r a m a ,  A c t u a l  Vi e w i n g ,  B r o a d c a s t i n g /

Distribution Company Survey, Viewer Questionnaire 

Survey, Focus Group Interviews
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