
な
い
。
Ｏ
Ｆ
Ｆ
‐
Ｊ
Ｔ
は
外
に
出
て
い

く
た
め
に
刺
激
が
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
座
学
が
中
心
と
な
り
、
知
識
や
技

術
が
効
果
的
に
身
に
つ
く
と
は
限
ら
な

い
し
、
日
頃
の
業
務
と
う
ま
く
結
び
つ

か
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
」

　
特
に
、
介
護
事
業
所
で
の
研
修
は
現

場
で
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
し
が
ち
な
こ
と

か
ら
、
Ｏ
Ｊ
Ｔ
に
偏
重
し
が
ち
だ
。

　
Ｏ
Ｆ
Ｆ
‐
Ｊ
Ｔ
を
や
る
に
し
て
も
、

資
格
取
得
の
必
要
に
応
じ
て
職
場
外
の

研
修
に
出
せ
ば
事
足
れ
り
と
考
え
る
事

業
者
も
い
る
。
一
方
で
、
自
己
研
鑚
は

一
部
の
職
員
し
か
活
用
し
て
い
な
い
と

お
悩
み
の
事
業
者
も
少
な
く
な
い
。

　
そ
こ
で
大
い
に
注
目
し
た
い
の
が
、

職
員
が
自
発
的
に
学
ぶ
意
欲
を
持
っ
て

外
へ
と
出
か
け
て
い
く
、“
職
場
外
活

動
”で
あ
る
。

　
今
、
介
護
職
員
に
求
め
ら
れ
て
い
る

の
は
、「
今
ま
で
と
は
異
な
る
発
想
」、

「
新
し
い
外
と
つ
な
が
る
人
脈
」、
そ
れ

ら
が
結
び
つ
い
て「
行
動
を
変
え
る
」

こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
埼
玉
県
の
和
が
家
グ
ル
ー
プ
代
表
の

直
井
誠
さ
ん
は
自
ら
の
学
び
の
経
験
か

　
介
護
職
員
に
対
す
る
研
修
は
、
ど
こ

の
事
業
所
で
も
行
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ

う
。
新
人
研
修
に
は
じ
ま
り
、
中
堅
・

ベ
テ
ラ
ン
に
な
っ
て
も
介
護
に
必
要
な

知
識
と
技
術
を
得
る
た
め
の
研
修
は
必

要
だ
。
無
資
格
者
は
初
任
者
研
修
な
ど

の
勉
強
も
必
要
だ
。

　
そ
の
方
法
に
は
３
つ
の
タ
イ
プ
が
あ

る（
図
表
）。
普
段
の
職
場
の
外
へ
出

か
け
て
外
部
の
講
師
に
学
ぶ
Ｏ
Ｆ
Ｆ
‐

Ｊ
Ｔ（
職
場
外
教
育
）、
上
長
や
先
輩

な
ど
に
よ
り
、
職
場
内
で
業
務
に
直
結

し
た
テ
ー
マ
で
学
ぶ
Ｏ
Ｊ
Ｔ（
職
場
内

教
育
）、
職
員
が
自
発
的
に
学
習
す
る

こ
と
を
法
人
が
応
援
す
る
Ｓ
Ｄ
Ｓ（
自

己
研
鑚
支
援
制
度
）で
あ
る
。

　
管
理
職
や
リ
ー
ダ
ー
の
大
き
な
悩
み

は
、
職
員
に
学
ぶ
意
欲
を
継
続
的
に
持

た
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
株
式
会
社
ミ
ラ

イ
バ
取
締
役
で
人
事
系
の
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
や
研
修
講
師
と
し
て
経
験
の
深
い

江
畑
直
樹
さ
ん
は
、
教
え
る
側
の
視
点

か
ら
こ
う
指
摘
す
る
。

「
Ｏ
Ｊ
Ｔ
は
職
場
内
の
気
楽
な
濃
い
人

間
関
係
の
な
か
で
行
え
ま
す
が
、
新
し

い
知
識
や
刺
激
が
得
ら
れ
る
と
は
限
ら

職
場
外
に
目
を
向
け
さ
せ
る

活
動
を
促
そ
う

な
ぜ
今
、介
護
職
員
に

”職
場
外
活
動
“が

必
要
な
の
か
？

教
育
・
研
修
に
は
、
業
務
の
場
を
離
れ
て
行
う
「
O
F
F-

J
T
」、
業
務

の
場
で
行
う
「
O
J
T
」、
自
分
磨
き
を
支
援
す
る
「
S
D
S
」
の
３
パ

タ
ー
ン
が
あ
る
。
介
護
業
界
の
教
育
・
研
修
は
、
資
格
取
得
に
偏
重
し
、

や
ら
さ
れ
感
も
漂
い
か
ね
な
い
。
そ
ん
な
研
修
の
壁
の
問
題
点
と
突
破

の
方
法
で
あ
る
職
場
外
活
動
の
あ
り
方
を
考
え
る
。

どうすればよいか？
・資格取得以外の目的意識を職員に持たせられないか？
・外部の発想や行動にふれ、職員に変化を起せないか？
・職員の意欲に委ね、意欲を喚起できないか？

発
想
や
行
動
の
変
化
を

職
員
に
起
さ
せ
た
い
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た
と
え
ば
、
Ｉ
Ｔ
技
術
や
経
営
手
法

は
、
介
護
事
業
者
の
業
務
や
Ｏ
Ｊ
Ｔ
の

み
で
学
べ
る
も
の
で
は
な
く
、
専
門
家

の
情
報
や
知
恵
が
必
要
だ
。
平
野
さ
ん

は
そ
う
し
た
情
報
や
知
恵
を
、
外
部
と

の
交
流
か
ら
上
手
に
得
て
い
る
。

　
そ
う
し
た
交
流
を
促
進
す
る
場
も
あ

る
。
介
護
職
の
集
う
カ
フ
ェ
と
い
う
コ

ン
セ
プ
ト
で
学
習
と
交
流
の
場
と
な
っ

て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
未
来
を
つ
く
る
ｋ

ａ
ｉ
ｇ
ｏ
カ
フ
ェ
が
そ
の
良
い
例
だ
。

代
表
の
高
瀬
比
左
子
さ
ん
は
語
る
。

「
資
格
取
得
の
研
修
以
外
で
職
員
が
職

場
の
外
に
出
て
い
く
機
会
は
少
な
く
、

悩
み
を
誰
か
と
共
有
す
る
こ
と
は
難
し

い
。
職
場
の
関
係
の
な
か
だ
け
で
は
息

を
つ
く
暇
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は

人
間
的
な
成
長
は
ま
ま
な
り
ま
せ
ん
」

　
人
と
交
流
す
る
こ
と
に
よ
り
、
共
感

を
得
る
場
が
大
き
な
力
を
持
つ
こ
と

に
、
経
営
者
・
管
理
職
は
目
を
向
け
る

べ
き
だ
。
研
修
に「
行
か
せ
る
」
こ
と

を
や
め
よ
う
。
職
員
が
自
分
の
意
志
と

意
欲
が
あ
っ
て
こ
そ
、
初
め
て
学
ぶ
こ

と
・
知
る
こ
と
に
意
味
が
で
き
る
。
発

想
や
行
動
を
変
化
さ
せ
る
き
っ
か
け
に

も
な
る
。
職
場
外
活
動
に
自
ら「
行

く
」と
い
う
気
持
ち
を
も
た
せ
る
こ
と

こ
そ
が
大
切
な
の
だ
。

ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
研
修
で
学
ん
だ
こ
と
と
実
践
が
結
び

つ
か
ず
、
成
果
が
出
な
い
こ
と
か
ら
、

職
員
が
や
ら
さ
れ
感
を
持
っ
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
考
え
方
や
行
動
が

変
わ
る
と
い
う
実
感
に
結
び
つ
け
な
け

れ
ば
い
け
ま
せ
ん
」

　
Ｏ
Ｆ
Ｆ
‐
Ｊ
Ｔ
に
し
て
も
、
Ｏ
Ｊ
Ｔ

に
し
て
も
た
だ「
教
え
る
→
教
わ
る
」

の
一
方
通
行
に
な
り
が
ち
だ
。
そ
こ
に

研
修
の
限
界
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

関
心
の
な
い
こ
と
に
対
し
て
一
方
通
行

で
イ
ン
プ
ッ
ト
が
続
け
ば
、
職
員
は
や

ら
さ
れ
感
を
募
ら
せ
る
。
そ
こ
で“
職

場
外
活
動
”
を
う
ま
く
活
用
す
れ
ば
、

職
員
の
自
主
性
を
引
き
出
し
、
考
え

方
・
行
動
の
変
化
を
も
た
ら
す
き
っ
か

け
に
で
き
る
。

　

千
葉
市
の
社
会
福
祉
法
人
煌
徳
会

「
と
ど
ろ
き
一
倫
荘
」
の
施
設
長
・
平

野
幸
一
さ
ん
も
、
自
分
で
進
ん
で
職
場

外
活
動
を
行
い
、
外
部
と
の
交
流
を
持

つ
こ
と
の
効
用
を
こ
う
話
す
。

「
外
部
の
研
修
に
も
、
私
的
な
交
流
も

積
極
的
に
顔
を
出
し
て
い
ま
す
が
、
施

設
の
開
設
に
向
け
て
専
門
的
な
情
報
を

得
る
こ
と
に
大
変
に
役
立
ち
ま
し
た

し
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
営
者
、
管
理
職
と

の
交
流
に
つ
な
が
り
ま
し
た
」

図表　一般的な研修の仕組みと課題

不満や問題 どうすればよいか？

デメリット

メリット

内　容

・研修に行く／行かせる時間が取りにくい
・実践にすぐに結びつかない
・講師やほかの出席者との関係が深まりにくい

・やりたい学習ができないという失望感がやらされ感を生む
・職員の発想や行動の変化を促しにくい。
・職場外の活動はコントロールできず、OJTに偏重

・資格取得以外の目的意識を職員に持たせられないか？
・外部の発想や行動にふれ、職員に変化を起せないか？
・職員の意欲に委ね、意欲を喚起できないか？

・日常とは異なる場で刺激を受けやすい
・落ち着いて学べる環境が多い
・新しい知識・情報と出会える

職場の外に出ていくスタイルの教育。
セミナー、講演、講義のような座学が
中心となるが、具体的な方法の実践的
実習、参加者によるグループワークな
どを行う場合もある

職場の中で行われる教育。問題が発
生した際やヒヤリハットが生じた際
の事例、日常的に反復される事項な
どについて、随時に業務と平行して
指導する

職員が自発的に職場外で学習したい
メニューを探してきて、それらに参
加する際に時間などの便宜や参加費
などの支援を実施する

OFF-JT（職場外教育） OJT（職場内教育） SDS（自己研鑚支援制度）

・教える側の知識や技術にバラ付きがある
・業務と重なり、指導時間が不十分
・業務外のことに目を向けにくい

・業務時間内で即時に行える
・日常と同じ関係のなかで行える
・業務実態に合った技術を得やすい

・上司がコントロールしにくい
・費用負担を行うだけになりがち
・意欲的な職員だけとは限らない

・職員自らの学習意欲に基づいている
・職員が自主的にメニューを選べる
・自分の課題と近づけて学べる
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