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序     文 
 

ヨルダン・ハシェミット王国においては、アブドッラー国王即位以降、安定的な経済発展と国

際競争力の強化のため、投資促進、工業団地の建設等の工業振興政策をとるとともに、労働者の

生産性、製品水準の向上、労働市場のニーズに十分対応しうる人材育成のための教育・職業訓練

の充実を開発計画の主要目標の１つに位置づけています。 

同国の産業人材育成を担う公的機関の１つとして、首都アンマンに本部を置くヨルダン職業訓

練公社（Vocational Training Corporation：VTC）があり、国内にて 45 カ所の訓練センターを運営

しています。しかし、地域の産業ニーズが把握できていないこと、各センターの運営が効率的に

行われていないこと、指導員の技術力とモチベーションが低いことなどの問題点が指摘されてい

ます。かかる状況を踏まえ、ヨルダン政府はわが国に、VTC のマネジメント能力強化を通じて、

VTC がより労働市場ニーズに即した訓練プログラムを提供できるようになることをめざす技術

協力プロジェクトの実施を要請しました。 

本プロジェクトは 2006 年 11 月に開始され、4 年間の計画で活動が展開されています。今般、

プロジェクトの終了を 2010 年 11 月に控え、活動の進捗状況の確認と、これまでの活動の評価、

及び今後の方向性に関してヨルダン側と協議を行うことを目的に終了時評価調査団を派遣しまし

た。本報告書は、その調査結果をまとめたもので、今後のプロジェクト実施にあたって活用され

ることを願うものです。 

 本プロジェクトにご協力いただいた関係者の方々に深く感謝申し上げるとともに、引き続き本

プロジェクトへの一層のご支援をお願いする次第です。 

 

平成 22 年 9 月 

 

独立行政法人国際協力機構 
人間開発部長 萱島 信子 
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終了時評価調査結果要約表（和文） 
 

１. 案件の概要 

国名：ヨルダン・ハシェミット王国 案件名：職業訓練マネジメント強化プロジェ

クト 

分野：産業技術教育・職業訓練 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部 高等教育・社会保障グ

ループ 高等・技術教育課 

協力金額（評価時点）：3.5 億円 

協力期間 R/D 締結日：2006 年 9 月 9 日 

協力期間：2006 年 11 月～ 

2010 年 11 月（4 年間） 

先方関係機関：職業訓練公社（VTC） 

日本側協力機関：厚生労働省、 

独立行政法人雇用・能力開発機構 

１－１ 協力の背景と概要 

ヨルダン・ハシェミット王国（以下、「ヨルダン」と記す）では、安定的な経済発展と国際競

争力強化のため、工業振興政策及びそれを担う産業人材の育成を重点課題とし、教育・職業訓

練の充実を開発の主要目標の１つに位置づけている。ヨルダンの産業人材育成を担う機関の１

つにヨルダン職業訓練公社（Vocational Training Corporation：VTC）があり、首都アンマンに本

部を置き、国内に 45 の訓練センターを運営しているが、地域の産業ニーズが把握できていない

こと、各センターの運営能力が低いこと、指導員の質とモチベーションが低いことなどの問題

点が指摘されている。かかる状況を踏まえ、VTC の運営管理能力を向上させることにより、労

働市場のニーズに合致した職業訓練プログラムを提供することを目的とした技術協力プロジェ

クトが要請された。 

 本プロジェクトは、VTC をカウンターパート（Counterpart：C/P）機関とし、４名の専門家

（①総括/組織運営、②訓練計画、③センター運営管理、④データベース構築管理）を派遣し、

2006 年 11 月 21 日から 2010 年 11 月 20 日の 4 年間の計画で協力が実施されている。プロジェ

クトでは、3 つのモデル訓練センター（①Jerash Vocational Training Institute：ジェラシュ VTI、

②Training and Testing Institute：TTI、③Aqaba Vocational Training Institute：アカバ VTI）にて、

VTC 運営モデルの導入〔訓練管理サイクル（Training Management Cycle1：TMC）を用いた訓練

運営や、中間管理職の設置等を通じたセンター運営改善〕に係る活動を実施し、将来的には、

モデル訓練センターでの取り組みを他のセンターに普及していくことを計画している。 

 

１－２ 協力内容 

(1) 上位目標 

VTC 及び傘下の訓練センターが VTC 運営モデルに基づき管理・運営される。 

 

(2) プロジェクト目標 

企業ニーズに合致した訓練コースを提供できる VTC 運営モデルが確立される。 

                                                        
1 訓練の内容を段階的かつ継続的に改善していくことを目的に、①訓練ニーズの把握、②訓練コースの設定、③カリキュラム

開発と教材作成、④訓練の実施、⑤訓練の評価のステップを１つのサイクルとして展開していく方法。本報告書では、以下

TMC と記述する。 
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(3) 成果 

1) VTC 運営モデルを VTC 本部がモデル訓練センターのパイロット訓練コース以外のコ

ースやモデル訓練センター以外のセンターへ普及するための支援体制が整う。 

2) モデル訓練センターが地域産業界のニーズを反映した訓練を計画し実行できる。 

3) モデル訓練センターがセンター運営改善の知見を獲得する。 

4) VTC 本部、地域事務所がモデル訓練センターを管理し、モニタリングできる。 

 

(4) 投入（評価時点） 

1) 日本側：投入総額 3 億 5,000 万円 

専門家派遣 4 名      供与機材        0.1 億円 

研修員受入       37 名      ローカルコスト負担   0.1 億円 

2) ヨルダン側： 

C/P 配置 28 名           土地、建物提供 

 

２. 評価調査団の概要 

調査者 

担当分野 氏 名 所 属 

団長/総括 小西 伸幸 JICA 人間開発部 高等教育・社会保障グループ 

高等・技術教育課長 

職業訓練 金丸 順夫 独立行政法人雇用・能力開発機構 

福山職業能力開発短期大学校 能力開発部長 

協力企画 井田いづみ JICA 人間開発部 高等教育・社会保障グループ 

高等・技術教育課  

評価分析 小野澤雅人 株式会社ピオニエリサーチ 取締役 

調査期間 2010 年 7 月 23 日～2010 年 8 月 7 日 評価種類：終了時評価 

３. 評価結果の概要 

３―１ 実績の確認 

(1) 成果の達成度 

1) 成果 1「VTC 運営モデルを VTC 本部がモデル訓練センターのパイロット訓練コース以

外のコースやモデル訓練センター以外のセンターヘ普及するための支援体制が整う」

成果１はほぼ達成されている。 

VTC 運営モデルの普及責任者として、VTC 本部から「訓練担当副総裁」、「財務・ 

管理担当副総裁」、「トレーニングコーディネータ総括」の 3 名が任命された。VTC 職員

は、プロジェクトにて実施したセミナーやワークショップを通じて VTC 運営モデルを理

解し、現在、同モデルをモデル訓練センター以外のセンターへ普及すべく、３カ年計画

を作成している。同計画はプロジェクトが終了するまでに完成する見通しとなっている。

 

2) 成果 2「モデル訓練センターが地域産業界のニーズを反映した訓練を計画し実行でき

る」 

成果２はほぼ達成されている。 
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モデル訓練センターであるジェラシュ VTI、TTI、アカバ VTI において、各センター

２コースずつ、計６コースのパイロット訓練コースが選定され、産業界のニーズを反映

した訓練を提供できるよう、TMC に基づく訓練運営を導入した。ワークショップや実践

を通じてセンター職員の TMC に対する理解度は高まり、現在は、当初対象予定だった

パイロット訓練コースだけでなく、他の訓練コースにおいても、TMC の一環として

CUDBAS2を用いたカリキュラム開発手法を導入している。 

 

3) 成果 3「モデル訓練センターがセンター運営改善ノウハウを獲得する」 

成果３はほぼ達成されている。 

モデル訓練センターでは、運営改善の策として、中間管理職の導入やセンター運営に

関する各種委員会の設置を行った。こうした取り組みを通じて、業務に関する意思決定

の多くを VTC 本部ではなく現場（訓練センター）が行えるようになってきている。更に

プロジェクトでは、技能競技大会や教材コンクールを開催し、VTC の広報や、民間企業

との連携強化を推進してきた。一連の運営改善に関する取り組みは、マニュアル・ガイ

ドラインとしてまとめられ、プロジェクト終了までにアラビア語版・英語版のものが完

成する予定である。 

 

4) 成果 4「VTC 本部、地域事務所がモデル訓練センターを管理し、モニタリングでき

る」 

成果４はほぼ達成されている。 

プロジェクトでは、訓練センターの管理・モニタリングが効率的に行えるよう、各セ

ンターの訓練生やコース情報等に関する情報を一元管理すべくデータベースの構築を行

った。データベースの導入を通じて、VTC 本部は訓練センターの状況をモニタリングし

やすくなり、管理の効率化につながっている。 

 

(2) プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標には 6 つの指標が設定されている。このうちいくつかは、現時点で 

数値が達成されていないものもある。ただし、いずれも改善傾向にあることや、現時点の

成果の達成状況及び活動状況を踏まえると、プロジェクト期間終了までにプロジェクト目

標は達成できると判断できる。 

 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性：高い 

地方の労働市場のニーズに合致した職業訓練の強化は、“National Agenda（2006－2015）”

や、労働省の「雇用と技術職業教育及び訓練に関する政策と戦略」により必要性を謳われ

ており、ヨルダンの開発政策と合致している。また VTC は、こうした政策の一翼を担う機

関として訓練実施能力の強化が期待されており、VTC のニーズとも合致する。   

 

                                                        
2（財）海外職業訓練協会が開発した教育・訓練カリキュラム開発手法。①訓練によって育成する能力・資質の細分化、②訓練

水準・目的の設置、③訓練予定表の作成、④指導案の作成を経て訓練プログラムが開発される。 
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(2) 有効性：高い 

プロジェクトは、VTC の自発的運営改善の機運を生み出しながら、VTC 運営モデルの導

入を通じて一定程度 VTC の訓練実施能力を向上させることができたと判断される。プロジ

ェクト目標の指標もおおむね達成されており、「企業ニーズに合致した訓練コースを提供で

きる VTC 運営モデルが確立される」というプロジェクト目標は達成される見込みが高い。

 

(3) 効率性：おおむね高い 

日本側の投入は、タイミング、量、質の点からも問題なく実施された。また、プロジェ

クトで実施した各 C/P 研修は、専門家の技術移転にあたり効果的に機能した。一部のヨル

ダン側の C/P がプロジェクト期間中に交代となり効率性阻害要因となったが、必要な C/P

が配属された後は、プロジェクト実施のために多くの努力を傾注し、プロジェクトの円滑

実施に寄与した。 

 

(4) インパクト：正のインパクトが発現しつつある。 

VTC 運営モデルのうち CDUBASを用いたカリキュラム開発及びデータベースの活用は、

当初の計画より早く、プロジェクト期間中に他センターへの普及が着手された。また、プ

ロジェクトにおいて VTC と民間企業との接点の強化に努めたところ、VTC 職員の地域の

民間企業との連携に対する関心が高まった。さらに、技能競技会と教材開発コンテストは、

民間企業との連携促進、VTC の広報、指導員の意識向上等、さまざまな効果を生んだ。 

 

(5) 自立発展性：おおむね高い 

既にいくつかの VTC 運営モデルが他センターにも導入されている状況を考慮すると、

VTC 職員のプロジェクト成果の普及意識は高い。また、プロジェクトで構築した運営モデ

ルは、マニュアルとして文書化され VTC に残り、今後も継承されていく可能性が高い。た

だし、VTC のセンターによっては人員体制面で脆弱な所もあり、そうした点を留意した適

応可能性の高い普及計画を VTC 本部が作成することが望まれる。また、VTC の分権化が

進めば、本プロジェクトで取り組んだような、人員体制や運営上の効率化が行いやすく、

プロジェクト効果の持続性もより高まる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

プロジェクトでは 3 つのモデル訓練センターを選定し、さらに各センターで 2 つの訓練

コースを「パイロット訓練コース」として選定し、集中的に実施してきた。これによって、

少ない投入で効率的かつ効果的にプロジェクトを実施することが可能となった。 

 

(2) 実施プロセスに関すること 

日本人専門家は、C/P との「対話」に重点を置き、日本側の考えを押し付けるのではな

く、ヨルダン側の制度的な限界を理解しながら、丁寧に粘り強く対話を重ねてきた。その

結果、C/P 機関のマネジメント体制の変更（中間管理職の設置）といった、一般的に踏み

込むことが難しい領域において成果を生むことができた。 
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３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

(1) 計画内容に関すること 

なし 

(2) 実施プロセスに関すること 

なし 

 

３－５ 結論 

予定されていた活動は専門家と C/P の努力により、計画通り終了しており、各成果・目標の

指標の達成状況を見ても、プロジェクト目標は達成される見込みとであると判断できる。以上

から、調査団は本プロジェクトを所定のプロジェクト期間で終了することが適当と考える。 

 

３－６ 提言 

(1) プロジェクト成果の普及計画の作成準備 

VTC 本部はプロジェクト終了までに普及計画を作成予定とのことであるが、運営モデル

の普及には VTC 本部のイニシアティブが必要であり、実現可能性の高い計画が確実に作成

され、普及が行われていくことが望まれる。 

 

(2) モニタリング能力の強化 

プロジェクト成果の持続のためには、モデル訓練センターでの活動結果をどのように生

かすかのビジョンを VTC 本部がもち、そのために必要なモニタリングを継続的に実施して

いくことが必要である。また今後は、訓練生の就職状況のフォローも、訓練効果のモニタ

リングの一手段として取り組むことが期待される。 

 

(3) データベースの有効活用 

プロジェクトで導入したデータベースは有効なモニタリングツールとして活用しうる。

データベースでは、各センターのモニタリングのために利用されているほか、企業が当該

データベースにアクセスし、訓練生のスキルについて情報を得ることが可能となっている。

今後は他の潜在ユーザーも取り込みながらデータベースが活用されていくことが望まし

い。 

 

(4) VTC の独立分権化の推進 

VTC は政府機関であるがゆえ、職員・指導員の採用、予算確保と会計手続き等において

さまざまな規制が存在し、センターの運営改善に取り組むにあたり障害となることがあっ

た。現在、VTC がヨルダン政府から独立し自主運営する組織になることが検討されている

が、これにより VTC の独立裁量権が拡大されれば、運営面の改善もより促進される。 

 

(5) 指導員の技術向上 

VTC が産業界のニーズに即した訓練を提供できるようになるためには、指導員の指導技

術向上も非常に重要な課題である。VTC 指導員の指導技術力には、いまだ向上の余地があ

り、指導員研修の機会を設けるなどして指導技術の向上を図っていくことが望ましい。 
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(6) 技能競技会等の継続 

プロジェクトで導入した技能競技会、教材コンクールは、VTC の広報や大会マネジメン

ト能力向上、指導員や訓練生のモチベーション向上といった効果が期待できる。今後も引

続きこうした大会が開催されていくことが望まれる。 

 

３－７ 教 訓 

(1) 職業訓練機関のマネジメント能力強化の重要性 

本プロジェクトは、特定の訓練校において、特定の技術分野に絞って技術移転を行うア

プローチではなく、訓練運営とセンター運営のマネジメント能力強化といった横断的に共

通する課題に対する協力を行ってきた。職業訓練分野の技術協力プロジェクトを実施する

際、特定科目の指導員の指導技術力強化のための事業を実施することが多い。産業界のニ

ーズに即した質の高い訓練を実施するには指導員の指導技術力の強化は極めて重要な要素

であるものの、指導員がその能力を発揮するためには職業訓練センターや職業訓練事業所

管省庁の適切なマネジメントも極めて重要である。マネジメントの改善には行政の観点か

ら多くの要素が関連することになり問題解決が難しい側面も併せもつが、職業訓練事業の

質向上において重要なポイントである。 

 

(2) 産業の活性化と両輪での協力の重要性 

本プロジェクトは、JICA が実施する「産業人材育成・雇用開発プログラム」の１つのコ

ンポーネントに位置づけられている。同プログラム下には、雇用開発に関するプロジェク

トの実施も計画されており、人材を輩出する側と雇用を吸収する側の両方での協力を行う

こととなっている。ヨルダンのように、国内企業の多くが中小・零細企業で、雇用吸収力

の低い国では、労働人材と雇用のミスマッチが生じやすい。こうした国では、産業界の活

性化と人材育成の双方向からのアプローチを検討していくことが非常に重要である。 
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終了時評価調査結果要約表（英文） 
 

1. Outline of the Project 

Country: Hashemite Kingdom of Jordan Project title: The Project for Strengthening the 

Capacity of Training Management of VTC 

Issue/Sector: Technical and Vocational Education 

and Training 

Cooperation scheme:Technical Cooperation Project

Division in Charge: Technical and Higher 

Education Division, Higher Education and Social 

Security Group, Human Development Department 

Total Cost: Approximately 350 million JFY 

Period of 

Cooperation 

November 2006 - November 2010 

(4 years)  

 

Partner Country's Implementing Organization: 

Vocational Training Corporation (VTC), Kingdom 

of Jordan 

Supporting Organization in Japan:  

Ministry of Health, Labour and Welfare 

Employment and Human Resources Development 

Organization of Japan 

1-1 Background of the Cooperation 

The Government of Jordan places a high priority on human resources and skills development in the 

technical fields in the economic policy framework.. Vocational Training Corporation (VTC), which has 

headquarters in Amman, is the key organization as a public vocational training provider, responsible for 

the management of 45 Vocational Training Institutes. However, there have been difficulties such as 

insufficient capacity to conduct comprehensive training which meets labor market needs, inefficiency in 

managing and operating training centers, inadequate motivation, lack of teaching skills of instructors, 

and so on. 

The Government of Jordan had made a request to the Government of Japan for technical assistance on 

the Project for Strengthening the Training Management of Vocational Training Corporation.  

The Project was started from November 2006 and will be end in November 2010. Four Japanese experts 

(1.Cheif Advisor / Institution Management, 2. Training Planning, 3. Training Center Management and 4. 

Database Establishment) was dispatched so far. The project chose three model training centers (1. Jerash 

VTI, 2. Testing and Training Institute and 3 Aquaba VTI) and trying to establish VTC operating model in 

those centers. This model is to be expanded after the project.  

 

1-2 Project Overview 

(1) Overall Goal 

VTC and training centers are managed and operated based on the VTC operating model. 
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(2) Project Purpose  

An efficient VTC operating model will be established to ensure that a training programme is in tune with 

the needs of industry. 

 

(3) Output 

Output 1: The support system of VTC Headquarters is developed to spread the operating model to other 

training programs and other 3 training centers 

Output 2: The model training centers can plan and implement training that reflects the needs of local 

industry. 

Output 3: The model training centers will accumulate knowledge on the training management. 

Output 4: VTC Headquarters, Occupational Sector directorate and Regional Directorate (Middle, North 

and South) can control and monitor the model training centers. 

 

(4)Input as of July 2010 

1) Japanese side: Approximately 350 million JPY 

Experts : 4                      Equipment: Approximately 10 million JPY 

Trainees received: 37             Operational Cost: Approximately 10 million JPY 

 

2) Jordanian side: 

Conterpart: 28                   Equipment and Land Cost 

2. Evaluation Team 

Team 

Member 

 

Team Leader Mr. Nobuyuki Konishi, 

Director, Technical and Higher Education Division, Human 

Development Department, JICA 

Vocational Training Mr. Yorio Kanemaru,  

Director, Human Resources Development Department 

Polytechnic College Fukuyama, Employment and Human 

Resources Development Organization of Japan 

Cooperation Planning Ms. Izumi Ida,  

Program Officer, Technical and Higher Education Division, 

Human Development Department, JICA 

Evaluation Analysis Mr. Masato Onozawa, 

Director, Pionnier Research Inc. 

Evaluation 

Period 

July 23 to August 7, 2010 Type of Evaluation: Terminal Evaluation 

3. Summary of Evaluation Results 

3-1 Achievement 
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(1) Achievement of Outputs 

1) Output 1: “The support system of VTC Headquarters is developed to spread the operating model to 

other training programmes and other 3 training centers” 

Most of the targets for the Output 1 are achieved.  

VTC headquarters has assigned three core executives to expand the VTC operating model, namely (a) 

Assistant Director General for Centers and Training as Project Director, (b) Assistant Director General 

for Administration and Finance, and (c) General Training Coordinator. They understand the concept of 

the model through seminars and workshop which were conducted by Japanese experts . Now they are 

making three-year-plan for expansion of the model and it will be completed by the end of the project. 

 

2) Output 2: “The model training centers can plan and implement training that reflects the needs of local 

industry” 

Most of the targets for the Output 2 were achieved.  

Each of three model training centers picked up two training course as pilot training courses. In the pilot 

course, counterparts and experts conducting the course under the Training Management Cycle (TMC) so 

that the training course will meet the labor market needs. The staffs of the model centers well understand 

TMC and they have already expanded parts of the operating model to the other training courses. The 

activities of the model center are regularly monitored by the experts and counterparts. 

 

3) Output 3: “The model training centers will accumulate knowledge on the training management”

Most of the targets for Output 3 were achieved. 

As activities of Output 3, the project introduced middle level manager and some kinds of committees to 

the model centers. The staffs of model centers gradually understand the concept of these models through 

the seminars and workshops. This model effects on the decision making process in the model center that 

they can decide daily matters by themselves. In addition, the project conducted skill competition and 

training material contest. Those activities promoted PR of VTC and linkage between VTC and private 

company. The experts are making guidelines and manuals of these models. They will be completed by 

the end of the project. 

 

4) Output 4: “VTC Headquarters, Occupational Sector Directorate and Regional Directorate (Middle, 

North and South) can control and monitor the model training centers”  

Most of the targets of Output 4 were achieved. 

The project established the database of the situation of model training centers, such as information of 

trainees, training course and so on. This greatly helps VTC headquarters to monitor the training centers 

and improved the effectiveness. 

 

(2) Achievement of the Project Purpose 

There are six indicators defined for Project Purpose. It was found that the indicator 2.2: “Increase of 

employment offers to pilot training programs” cannot be examined because the model training centers 
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did not provide the team the statistical data on position opening from the private sector as  such data is 

collected and compiled by the Ministry of Labour. In addition, the Indicator 3: “Dropout rate is reduced 

from 30 % in 2006 to 15 % in 2010” has not been fulfilled because the latest dropout rate for those 

enrolled in 2009 was 20% slightly short of the target. The trend of the dropout rate in the past four years, 

however, is significantly improving and is expected to improve for that of 2010 enrollment.  

Although there are some indicators which are not be achieved as we saw before, the achievement of 

outputs and related activities so far are almost completed. Therefore the team judged the project purpose 

is likely to be achieved. 

 

3-2 Summary of Evaluation Results 

(1) Relevancy: High 

The Project is in line with the development plan and the strategy of Jordan. Especially it has been carried

out based on the high level of needs and importance for labour market of Jordan. It maintains the needs 

identified at the ex-ante evaluation, such as VTC’s own needs for improving the programs and Japan’s 

ODA policy for supporting Jordanian initiatives.  

 

(2) Effectiveness: High 

The evaluation results indicate that the effectiveness of the Project is considered high because the most 

of indicators of the Project Purpose has been completed or will be completed. Adopting the VTC 

operating model initially designated at the three model training centers is nearly completing. In addition, 

VTC adopts organizational restructuring proposed by the experts in order to provide high level of 

services to its customers. It should be noted that the ground work for autonomous operation of VTIs has 

been initiated by introducing decentralized management. 

 

(3) Efficiency : Moderately high 

Input from Japanese side carried out as previously scheduled. Especially the counterparts training had 

good effects on the project efficiency for improving the instructors’ technical skills and deepening the 

counterparts’ understanding of the Japanese vocational training and management. On the other hands, the 

frequent changes of Jordanian counterpart had had effects on efficiency though they are trying hard for 

the implementing the project. 

 

(4) Input: Some positive impacts are observed 

The VTC operating model was adopted slightly higher pace than originally planned. Moreover, the 

project’s effort to make frequent contact between private company and VTC result in enhance the 

instructor’s mind for cooperation with the private company. Lastly, skill competition and training 

material contest promoted PR of VTC and improving the motivation of instructors.  

 

(5) Sustainability: Moderately high 

The VTC operational model is institutionalized at some training institutes. The staffs of VTC has strong 
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mind to disseminate the model to the other centers and manuals are created by experts so that VTC can 

refer. This will help to keep sustainability of the project. However, the number of VTIs is still large and 

the management capacity as well available resources of these institutes are still limited. VTC 

headquarters are expected to make applicable expansion plan for the other remaining centers. Moreover, 

acceleration of autonomy of VTC helps to conduct management improvement. 

 

3-4 Factors Contributing Outputs 

(1) Factors concerning to Planning 

The Project selected initially the three model training centers and allocated the resources to develop two 

pilot training programs each centre. This allows the Project implement the service efficiently and 

effectively by utilizing limited resources.  

 

(2) Factors concerning to the Implementation Process 

The project put a great effort to communicating with the counterpart to understand the existing 

conditions and limitation of Jordan, not just pushing Japanese way of doing. As a result, Jordanian side 

figures out the changes necessary and accepts some recommendations by the experts. This process made 

it possible to change the management system of VTC (especially introducing middle manager system), 

which is, in general, difficult field of cooperation.  

 

3-4 Issues and Factors Arising the Problems 

(1) Project Design 

None  

 

(2) Implementation Process 

None 

 

3-5 Conclusion 

So far the planned activities are almost completed by the effort of the experts and counterparts. Most of 

the indicators of outputs and project purpose were achieved or will be achieved. Considering these 

situations, the project purpose will be achieved prior by the end of the Project duration, and, therefore, 

the Evaluation Team considers the Project be terminated as scheduled, end of November 2010.  

 

3-6 Recommendations  

(1) Preparation of action plan for dissemination 

In order for VTC to disseminate the outputs of the Project, a dissemination plan should be prepared by 

VTC headquarters. The plan should be completed and approved by the end of the Project duration.  

 

(2) Enhancement of monitoring and evaluation of VTC Headquarters 

To prepare the dissemination plan for VTC to spread the output to all VTIs, the headquarters of the VTC 



 xii

needs to evaluate, verify and, if necessary, modify when necessary, all model training centers should 

have clear vision for how the monitoring results is utilized, and to carry our regular monitoring. In 

addition, Jordanian side is in need of strengthening monitoring and evaluation capacity for instruction by 

instructors. VTC together with the experts will prepare an action plan to improve such capacity.  

 

(3) Utilisation of the database for effective decision-making tool 

The database developed by the Project has a great potential to be used as an effective monitoring tool. 

Trainees’ registration, various reporting as well as instructors’ information are compiled into the database 

and the updated information are utilized at all training institutes as well as the VTC headquarters to 

monitor the training activities. In addition, the prospective employees may access the database to retrieve 

some bio-data regarding their skills of potential trainees or employees.  It is expected that the database 

will be further used by introducing it to other potential users.  

 

(4) Acceleration of autonomy and independency of VTC 

Having been a public agency, VTC operates based on rules and guidelines on human resources and 

finance set by the government. Such regulations sometimes forbid some changes necessary for 

improvement of VTC.  It is considered that on-going efforts of restructuring VTC provide more 

autonomy and independence which leads to improved service delivery to its clients.  

 

(5) Continuation of enhanced training centre management 

Though the Project made the VTC operating model available, good management requires persistent 

efforts of improvement. The committees and instructors’ regular meeting, etc., organized through the 

Project activities, therefore, need to keep running effectively with clear goal and objectives upheld.   

 

(6) Skill development of instructors 

In order to fulfill the Project Purpose: “An efficient VTC operating model will be established to ensure 

that a training programme is in tune with the needs of industry”, further skill development of instructors 

is another crucial issue. It will enhance the overall performance of the Project. In addition to the project 

activities such as improvement of organizational management and institutional development, additional 

skill development of instructors is necessary.  

 

(7) Re-defining the roles of the regional offices 

The current roles and responsibilities of the regional offices of VTC has been ambiguous both authorities 

and support to VTIs. When the on-going reform continues, it is expected for VTC headquarters as well as 

VTIs to improve managerial capacity. Such improvement will lead to duplication of roles and 

responsibilities as well as tasks. Consequently, a review on roles and responsibilities of the regional 

centers should be redefined.  
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(8) Skill competition  

The skill competition introduced by the Project was effective means that can expect not only raised 

motivation of trainees, but also publicity of VTC, improved management capacity through the event 

operation, and improved motivation of centre itself and instructors. It is expected to continue such an 

event.  

 

3-7 Lessons Learned  

(1) Importance of enhancing management capacity of vocational training institution 

This project dealt with strengthening of VTC’s management capacity of training operation and center 

management which is cross-center challenges for VTC. This approach is unique in respect of  not to 

support particular training institution in particular subject. In general most technical cooperation project 

are design to support to enhance capacity of instructors in particular subject. Needless to say, such 

approach is important so that the training institution can conduct the qualified training which meets 

industry’s need. On the other hand, it is also important to enhance the management capacity of the 

training institution so that instructor can make the most use of his/her ability in training field. Improving 

management capacity is not a easy task, however, it is important factor to conduct qualified training.    

 

(2) Importance of conducting cooperation from both training provider side and industry side  

This project is one of the components under the program of human resource and employment 

development in JICA. In this program, both human resource development project and employment 

development project are designed to support in both respect. It is difficult in Jordan, where there is no big 

industry, to conduct fruitful cooperation if we cooperate only in supply side. Cooperation from both 

supply side and demand side is very important in such country.  
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第１章 終了時評価調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

ヨルダン・ハシェミット王国（以下、「ヨルダン」と記す）は、安定的な経済発展と国際競争

力強化のための工業振興政策と、それを担う産業人材の育成を重点課題として、教育・職業訓練

の充実を国家開発上の主要目標の１つに位置づけている。 

ヨルダンの産業人材育成を担う公的機関の１つとして、首都アンマンに本部を置くヨルダン職

業訓練公社（Vocational Training Corporation：VTC）があり、国内に 45 カ所の訓練センター運営

している。しかし、地域の産業ニーズが把握できていないこと、各センターの運営が効率的に行

われていないこと、指導員の技術力とモチベーションが低いことなどの問題点が指摘されている。

かかる状況を踏まえ、ヨルダン政府はわが国に、VTC のマネジメント能力強化を通じて、VTC が

より労働市場ニーズに即した訓練プログラムを提供できるようになることをめざす技術協力プロ

ジェクトの実施を要請した。 

同プロジェクトは、VTC をカウンターパート（Counterpart：C/P）機関として 2006 年 11 月に

開始され、4 年間の計画で、日本側は 4 名の専門家（①総括/組織運営、②訓練計画、③センター

運営管理、④データベース構築管理）が中心となり活動が展開されている。プロジェクトでは、

45 のセンターの中から、①北部地域よりジェラシュ職業訓練センター（Jerash Vocational Training 

Institute：ジェラシュ VTI） 、②中部地域より技術検定・職業訓練学院（Training and Testing Institute：

TTI）：③南部地域よりアカバ職業訓練センター（Aqaba Vocational Training Institute：アカバ VTI）

の３センターを「モデル訓練センター」として選出し、同センターを対象に、VTC 運営モデルの

導入〔訓練管理サイクル（Training Management Cycle1：TMC）を用いた訓練運営や、中間管理職

の設置等を通じたセンター運営改善〕に係る活動を実施している。将来的には、モデル訓練セン

ターでの取り組みを他のセンターに普及していくことを計画している。 

本プロジェクトは、2010 年 11 月にプロジェクト期間を終了する予定となっている。今般、プ

ロジェクトの終了前に、活動の進捗状況と評価５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、

自立発展性）に基づいた評価及び今後の方向性に関してヨルダン側と協議を行うことを目的に終

了時調査団が派遣された。 

終了時調査における具体的な検討項目及び協議項目は、以下のとおりである。 

(1) これまで実施した協力活動について、当初計画に照らし、投入実績、活動実績、計画達成

度を確認し、問題点を整理する。 

(2) 計画達成度を踏まえ、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）

の観点から、ヨルダン側関係機関とともに、プロジェクトの評価を行う。 

(3) プロジェクトの直面している課題や今後の活動計画についてヨルダン側関係機関や専門

家と協議し、中長期的な提言を行う。 

(4) 評価・協議結果をヨルダン・日本国側双方の合意事項としてミニッツ（Minutes of Meeting：

M/M）に取りまとめる。 

 

                                                        
1 訓練の内容を段階的かつ継続的に改善していくことを目的に、①訓練ニーズの把握、②訓練コースの設定、③カリキュラム

開発と教材作成、④訓練の実施、⑤訓練の評価のステップをひとつのサイクルとして展開していく方法。本報告書では、以

下、TMC と記述する。 
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１－２ 調査団の構成と調査日程 

調査期間：2010 年 7 月 23 日から 2010 年 8 月 7 日まで 

担当分野 氏 名 所 属 

団長/総括 小西 伸幸 JICA 人間開発部 高等教育・社会保障グループ

高等・技術教育課長 

職業訓練 金丸 順夫 独立行政法人雇用・能力開発機構  

福山職業能力開発短期大学校 能力開発部長 

協力企画 井田いづみ JICA 人間開発部 高等教育・社会保障グループ

高等・技術教育課 

評価分析 小野澤雅人 株式会社ピオニエリサーチ 取締役 

調査日程は添付資料１を参照。 

 

１－３ 対象プロジェクトの概要 

本プロジェクトの基本計画は以下のとおり。成果①については、中間レビュー調査時に変更さ

れている2。 

(1) 協力期間：2006 年 11 月～2010 年 11 月（４年間） 

(2) 協力相手先機関：ヨルダン職業訓練公社（VTC） 

(3) 上位目標： 

VTC 及び傘下の訓練センターが VTC 運営モデルに基づき管理・運営される。 

(4) プロジェクト目標： 

産業界のニーズに適合した訓練プログラムを提供できる VTC 運営モデルが確立される。 

(5) 成果： 

① VTC 運営モデルを VTC 本部がモデル訓練センターのパイロット訓練コース以外のコー

ス及びモデル訓練センター以外のセンターへ普及するための支援体制が整う。 

② モデル訓練センターが地域産業界のニーズを反映した訓練を計画し実行できる。 

③ モデル訓練センターがセンター運営改善の知見を獲得する。 

④ VTC 本部、地域事務所がモデル訓練センターを管理し、モニタリングできる。 

                                                        
2 改定前の成果①は「職業訓練センターの権限が強化される」であった。プロジェクト開始当初、ヨルダン政府の政策として

VTC の組織改革が検討されており、VTC 本部から訓練センターへ権限を分権化さえる方向で改革を行うことが決定していた

ため、同方針に則って成果 1 を設定していた。しかし、その後ヨルダン政府による改革は実行されず、中間レビュー調査時

に成果 1 についてはほとんど進展がないことが判明したため、現状に即した形で内容を変更することとした。 
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第２章 終了時評価の方法 
 

２－１ 評価調査の枠組み 

本終了時評価は、①プロジェクトの現状の把握・検証、②評価５項目に基づく評価、③提言と

教訓を通じたフィードバックという３つの枠組にて実施した。それぞれの概要を以下に述べる。 

調査資料には、一次資料として、プロジェクト関係者への質問票（添付資料 4 参照）やインタ

ビュー調査を通じて入手した情報を用いた。また二次資料として、プロジェクト・デザイン・マ

トリックス（Project Design Matrix：PDM）、活動計画、プロジェクト実施期間中に開催された協

議の議事録、報告書等を用いた。 

 

２－２ プロジェクトの現状把握と検証 

本調査では、プロジェクトが何をどの程度達成したかという「実績」の検証と、それらを達成

する過程で起こったこと（「実施プロセス」）の分析、さらに、達成されたさまざまな事象とプロ

ジェクトとの「因果関係」について検証した。 

 

２－３ 評価グリッドの作成 

現地での調査に先立ち、評価デザインの概要をまとめた「評価グリッド」を作成した。評価グ

リッドとは、評価内容全体のアウトラインを把握するために作成する評価用ツールである。本調

査における評価グリッドは添付資料 5 を参照のこと。 

 

２－４ 評価５項目による評価 

収集・整理した情報をもとに評価５項目（妥当性・有効性・効率性・インパクト・自立発展性）

による評価を行った。同項目は、経済協力開発機構（Organization for Economic Co-operation and 

Development：OECD）の開発援助委員会（Development Assistance Committee：DAC）が 1991 年に

提唱した開発援助事業の評価基準であり、概要は以下のとおりである。 

(1) 妥当性：プロジェクト実施の正当性、必要性、優先度や手段としての適切性を問う。 

(2) 有効性：プロジェクト目標の達成予測やプロジェクトの効果を問う。 

(3) 効率性：成果の達成度やプロジェクトの効率性を問う。 

(4) インパクト：上位目標の達成予測やプロジェクトの長期的・波及的効果を問う。 

(5) 自立発展性：協力終了後の持続性の見込みを問う。 

 

２－５ 提言と教訓の策定とフィードバック 

評価 5 項目を含む評価の結果及び結論に基づき、今後の見通しやプロジェクト残余期間に取る

べき措置などについて提言としてまとめた。また、実施中及び将来実施される類似のプロジェク

トの参考となる事例について、教訓として抽出した。 

 

２－６ 評価結果の取りまとめ 

評価結果は、調査期間中に合同評価報告書（英語版）に取りまとめ、プロジェクトの合同調整

委員会（Joint Coordination Committee：JCC）において評価調査結果を報告した。 
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第３章 プロジェクトの実績に関する調査結果 
 

３－１ 投入実績 

３－１－１ 日本側 

(1) 専門家派遣 

プロジェクト開始から終了時評価調査時までに、日本人専門家（４名）が、計約 75 人

月派遣された。各専門家の派遣分野は、①総括/組織運営、②訓練計画、③センター運営改

善、④データベース構築・管理である。 

 

表－１ 専門家の投入実績               （単位：人月） 

  2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 計 

総括/組織運営 3.07 9.00 6.40 4.90 2.60 25.97 

訓練計画 2.60 6.00 5.60 4.30 2.10 20.60 

センター運営改善 1.60 5.00 5.60 4.30 2.10 18.60 

データベース構築・管理 1.13 3.40 2.00 2.10 1.10 9.73 

計 8.40 23.40 19.60 15.60 7.90 74.90 

 

(2) 機材供与 

当プロジェクトでは、特定の技術分野に特化しない支援アプローチをとっていること、

また VTC の保有機材自体も、質・量ともに比較的充実していることから、一般的に職業訓

練分野案件で導入されるような大型の機材の投入は行わない計画としている。したがって、

プロジェクトで供与した機材は、手工具類を中心に、既存機材ではどうしても不足が生じ

る分に関し供与を行った。2010 年 8 月現在、合計 US$141,286 に相当する機材が供与され

ている。 

 

表－２ 機材供与実績 

用 途 内 容 合計（JD） 

訓練用機材 TIG 溶接機、ステンレス・スチール盤等 41,025

第１回技能競技会 競技運営に必要な資機材・消耗品等 7,469

データベース構築 PC、ソフトウェア 50,450

計 
98,944

＝US$141,286

 

(3) カウンターパート研修 

合計 37 名のプロジェクト関係者が、日本、ヨルダン、マレーシアでの C/P 研修に参加

した。 

当初計画では、C/P 研修は、施設・訓練のマネジメントに関する研修を中心とし、指導

員の特定分野の技術力向上に関する研修は計画されていなかった。しかし、プロジェクト

を実施するなかで、訓練の質向上のためには現職指導員の技術力の底上げが不可欠である
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と判断されたことや、VTC が現職指導員の技術力向上のために企業と連携する経験を積む

機会を提供することの必要性が認められたため、プロジェクトの最終年度に、企業で実施

する研修に参加する形で、指導員の技術力向上研修を実施した（「７Up-grading of Technical 

Skills in Private Sector」）。同研修を足がかりとし、プロジェクト終了後も VTC が継続的に

企業と連携した研修を実施し、指導員の技術力向上の機会を積極的にもうけていくことが

期待される。 

 

表－３ カウンターパート研修実績 

 研修テーマ 人数 実施場所 実施年月 

１ Vocational Training Management 6 名 日本 2007 年 1 月～2 月

２ Vocational Training Administration 1 名 日本 2007 年 3 月 

３ Promotion of Skills Development 2 名 日本 2007 年 11 月 

４ VET Course Management Strengthening the 

Capacity of Vocational Training Management 

6 名 日本 2009 年 2 月～3 月

５ Vocational Training Management 6 名 日本 2010 年 2 月～3 月

６ Strengthening the Capacity of Vocational Training 

Management 

11 名 マレーシア 

（CIAST） 

2008 年 2 月～3 月

７ Up-grading of Technical Skill in Private Sector（分

野：木工、配管、冷凍・空調） 

5 名 ヨルダン 2010 年 7 月～8 月

 計 37 名   

 

３－１－２ ヨルダン側 

(1) 人員 

VTC の職員が C/P として配置されている。現在の C/P は、添付資料６を参照のこと。VTC

では頻繁に人事異動が行われ、C/P についても、プロジェクト期間中に数名が交代してい

る。技術移転を行った C/P の交代は、キャパシティ・ディベロップメントを目的とする本

プロジェクトにも、少なからず負の影響を与えたが、必要な C/P が配属された後は、プロ

ジェクト実施のために多くの努力を傾注し、プロジェクトの円滑実施に寄与した。 

 

(2) 土地・事務室等の提供 

日本人専門家に対して、執務場所、施設及び事務用品等の提供が行われた。 

 

(3) プロジェクト運営経費 

電気・水道代・電話代等をはじめとするプロジェクトにかかる管理・運営コストをヨル

ダン側が負担した。 

 

３－２ 活動実績 

成果１から成果４に係る活動は、おおむね計画とおり実施されている。以下、活動実績の詳細

を記す。 
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(1) 成果１「VTC 運営モデルを VTC 本部がモデル訓練センターのパイロット訓練コース以外

のコース及びモデル訓練センター以外のセンターへ普及するための支援体制が整う」に関

する活動 

プロジェクトでは、VTC 運営モデルとして、訓練コース運営の面では、日本の職業訓練に

おいて用いている TMC に基づく訓練運営を、またセンター運営の面では、中間管理職の配

置やセンター運営に関する各種委員会の設置を行ってきた。これら運営モデルは、プロジェ

クトにて選出した３つのモデル訓練センターにて取り組んできた。なお、TMC に基づく訓練

運営は、モデル訓練センターのなかでも特に６つのパイロット訓練コース3において実施して

いる。 

これら運営モデルの導入にあたっては、日本人専門家がセミナーやワークショップを開催

し、VTC 職員の理解促進に努めてきた。またこうした活動に VTC 本部の C/P を積極的に携

わらせることにより、今後運営モデルを他の訓練センターにも普及させるための責任者の育

成を行ってきている。他センターへの普及計画は、現在、普及責任者を中心に作成が行われ

ているところである。 

 

(2) 成果２「モデル訓練センターが地域産業界のニーズを反映した訓練を計画し実行で

 きる」に関する活動 

モデル訓練センターが地域産業界のニーズを反映した訓練を実施できるようになるため、

既述のとおり、プロジェクトでは TMC に基づく訓練運営を提案し、各センターが選んだパ

イロット訓練コースにおいて取り組むこととした。パイロット訓練コースは、各モデル訓練

センターの周辺産業界のニーズ調査や、センターの保有機材、指導員の技術力、日本の経験

活用可能性等を踏まえ選定されている。これらコースでは、TMC に基づく訓練運営において、

クドバス（Curriculum Developing Based in Ability Structure：CUDBAS4）を用いてカリキュラ

ム開発を行い、内容や訓練時間等が産業ニーズに見合ったものとなるよう適切に見直しが行

われた。さらに、訓練結果のモニタリング・評価を行い、結果を次期訓練に反映させる取り

組みが行われている。パイロット訓練コースにおけるこうしたサイクルは、現在、第２ある

いは第３バッチまで行われている（表－４参照）。また、TMC に基づく訓練運営や CUDBAS

を使ったカリキュラム開発手法等はマニュアルとしてまとめることになっており、現在プロ

ジェクト専門家による取りまとめ作業が行われている。 

なお、CUDBAS を用いたカリキュラム開発は、モデル訓練センター以外の一部センターで

も既に取り入れられている。詳細は３－３－２ (2)を参照のこと。 

 

 

 

 

 

 
                                                        
3 ジェラシュ VTI では金属加工と配管、TTI では屋内配線と木工、アカバ VTI では溶接と冷凍・空調（計６コース）がパイロ

ット訓練コースとして選定された。 
4（財）海外職業訓練協会が開発した教育・訓練カリキュラム開発手法。①訓練によって育成する能力・資質の細分化、②訓練

水準・目的の設置、③訓練予定表の作成、④指導案の作成を経て訓練プログラムが開発される。 
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表－４ パイロット訓練コース実施実績 

 

 

(3) 成果３「モデル訓練センターがセンター運営改善の知見を獲得する」に関する活動 

プロジェクト開始当初、各種アンケートやワークショップを通じてセンター運営における

問題点を VTC 職員とともに洗い出し、センター運営改善に係るアクションプランを議論した。

その結果、センター運営改善の策として、センターの人員体制の変更（中間管理職の設置）

や、施設管理委員会やカリキュラム委員会等センター運営に係る各種委員会の設置、定期的

な職員ミーティングの実施といった内容に着手することとした。これらを通じて、徐々に業

務に関する意思決定の多くを、現場である訓練センターが行えるようになってきている。 

中間管理職の設置は、これまでセンター内の唯一の管理者であるセンター長の下に権限が

集中していた体制を改め、中間管理職の設置を通じて裁量権を分散させることにより運営の

効率化を図ることを目的とした。しかし、中間管理職はヨルダンの公務員人事制度上、存在

しない役職であるため、VTC 総裁の責任において配置する試験的取り組みという位置づけに

なっている。この試験的体制が、効率的な運営体制の検討にあたっての礎となることが期待

される。他方、一部センターでは、指導員が中間管理職にスライドして任命されるという形

で行われ、人員の増員が行われなかったことにより、指導員間の担当訓練コースの割り当て

に混乱が生じる事態が発生した。プロジェクトは VTC 本部に対し、指導員の増員を要請し問

題の解決を要求しているが、訓練への支障が生じないよう人事上の柔軟な対応が求められる。 

 

表－５ 中間管理職の配置 

対象センター 設置した中間管理職 センター規模 

TTI 副センター長、総務課長、開発援助課長、訓練課長 大規模 

アカバ VTI 総務課長、開発援助課長、訓練課長 中規模 

ジェラシュ VTI 総務課長、開発援助兼訓練課長 小規模 
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また、プロジェクトでは、VTC の運営改善の一策として、技能競技大会及び教材コンクー

ルを開催した。技能競技大会の実施結果は表－６のとおりである。対象者は、技能競技大会

が訓練生、教材コンクールが指導員となっている。これら活動は、訓練生の技術向上、指導

員の能力向上、VTC の広報、また訓練生や指導員へのモチベーションの向上といった点にお

いて効果を期待して開催した。 

大会の開催にあたって、参加するセンターでは出場者の選抜を行うための競技会を自主的

に行うなど、VTC 職員のモチベーションの向上が見られた。また、競技大会では民間企業か

らの協力を得て連携を深める機会となったほか、大会の様子はテレビや新聞にて報道され、

VTC の広報にもつながった。 

 

表－６ 技能協議大会実施結果 

 
開催センター 期 間 技術分野 

参加セン

ター数 

参加 

者数 

1 
アイン・アル・

バーシャ 

2007/7/23 

～7/26 
5 

木工、溶接、美容、金属加工、

屋内配線 
11 62 

2 
ジェラシュ 2008/6/2 

～6/26 
7 

溶接、理容、美容、金属加工、

屋内配線、縫製、配管 
28 147 

3 

アイン・アル・

バーシャ 

2009/5/10/ 

～5/14 11 

木工、溶接、理容、美容、金

属加工、屋内配線、縫製、配

管、機会、自動車板金、製菓 

45 150 

 

(4) 成果４「VTC 本部、地域事務所がモデル訓練センターを管理し、モニタリングできる」に

関する活動 

VTC の各センターの状況が一元管理されておらず、非効率的な情報管理が行われていたた

め、まずはその情報管理ツールを整備すべく、プロジェクトでは、訓練生の登録、就職情報、

訓練コース情報等からなるデータベースを作成することとした。モニタリング項目は VTC

との協議により決定し、モニタリングフォームが作成され、それに基づき情報収集が行われ

た。データベースの構築を通じて VTC 本部はモデル訓練センターの状況をモニタリングしや

すくなり、管理の効率化につながった。 

なお、当初、データベースの導入はモデル訓練センターのみを想定していたが、VTC の意

向により、プロジェクトの途中で全センターに対して導入を行うことが決まった。さらに、

訓練生のうち希望者に対して自己スキルなどの情報を公開するシステムを付加し、企業が

WEB 上で人材を探すことができるジョブマッチング機能も追加された。 

 なお、モニタリングの一環として、VTC は指導員の指導技術に関するモニタリング・評価

を強化したいとして、同手法の技術移転を専門家に対し求めている。これについては、プロ

ジェクト残余期間に専門家と VTC が協働で取り組むことになっている。 
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３－３ 成果の達成状況 

 各成果における指標の達成度は以下のとおりである。 

３－３－１ 成果 1「VTC 運営モデルを VTC 本部がモデル訓練センターのパイロット訓練コー

ス以外のコースやモデル訓練センター以外のセンターヘ普及するための支援体

制が整う」 

(1) 指標 1.1：モデル訓練センター内の他のコースや他のセンターへ運営モデルを普及する 

ために、VTC 本部より３名の職員（訓練担当副総裁、財務・管理担当副総裁、トレーニ

ングコーディネータ総括）を任命する。 

運営モデルの普及責任者として VTC 本部職員３名が任命された。本部では、これら責任

者のうち、特にトレーニングコーディネーター総括を中心にプロジェクト活動が展開され

ている。 

  

表－7 運営モデル普及責任者 

名 前 役 職 

訓練担当副総裁 Mr. Hani Khleifat 

総務・財務担当副総裁 Mr. Ahmad Sawafeen 

トレーニングコーディネーター総括 Mr. Mahmoud Abu Khadrah 

 

(2) 指標 1.2：VTC 本部職員の運営モデルに対する理解度が上昇する。 

トレーニングコーディネーター総括を中心とする VTC 本部職員は、運営モデルの導入に

あたって専門家が実施するワークショップやセミナーに参加し、運営モデルに対する理解

を深めてきた。プロジェクト後半では彼らがワークショップにおいて中心的役割を担うよ

うになっており、理解度は高いレベルにあると判断できる。 

 

(3) 指標 1.3：モデル訓練センター内の他のコースや他のセンターへの運営モデルが拡

 張するための計画が作成される。 

トレーニングコーディネーター総括によれば、プロジェクトで導入した運営モデルを

VTC の全センターに普及するための３カ年計画をプロジェクト終了までに作成する予定

とのことである。運営モデルは、センター規模の大小によりそのままの適応は難しいセン

ターもあると思われるため、適宜、適切な形で見直され、普及計画が作成されることが望

ましい。 

 

３－３－２ 成果 2「モデル訓練センターが地域産業界のニーズを反映した訓練を計画し実行

できる」 

(1) 指標 2.1：モデル訓練センターの指導員や職員の TMC に対する理解度が上昇する。 

モデル訓練センターにおける TMC 理解度調査結果は表－8 の通りである。プロジェクト

開始時と比べ、VTC 職員の TMC に対する理解度が上昇したことが確認できる。プロジェ

クトで実施したワークショップや、パイロット訓練コースでの実践が、TMC に関する理解

の深化につながった。 
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表－8 TMC 理解度調査結果 

プロジェクト開始時 終了時調査時 

TMC につい

て理解して

いる 

どちらとも

いえない 

TMCについ

て理解して

いない 

TMC につい

て理解して

いる 

どちらとも

いえない 

TMCについ

て理解して

いない 

8 7 6 21 0 0 

 

(2) 指標 2.2.：パイロット訓練コースの達成率が 90％以上となる。 

６つのパイロット訓練コースすべてにおいて、TMC に基づく訓練運営が円滑に実施され

ている。 

なお、TMC に基づく訓練運営の一環である、CUDBAS を用いたカリキュラム開発は、

当初予定では、プロジェクト期間中にパイロット訓練コース以外のコースに普及させるこ

とは計画していなかったが、VTC の強い意向により、プロジェクト期間中に他のコースに

も適用することとなった。現在の普及状況は表－9 の通りである。 

 

表－９ CUDBAS を用いたカリキュラム開発の普及状況 

  対象訓練コース 訓練センター  

 

 

1 金属加工 
ジェラシュ 

2 配管 

3 屋内配線 
TTI 

4 木工 

5 溶接 
アカバ 

6 冷凍空調 

7 屋内配線 

ジェラシュ 

8 理容 

9 冷凍空調 

10 IT 

11 縫製 

12 自動車電装 

TTI 
13 自動車整備 

14 機械 

15 IT 

16 美容 イルビッド 

17 冷凍空調 マシャラ 

18 自動車整備 アイン・アル・バーシャ 

19 IT ザルカ 

20 自動車整備 タフィーレ 

21 美容 カラック 

普
及
さ
れ
た
コ
ー
ス 

パ
イ
ロ
ッ
ト
訓
練
コ
ー
ス 
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(3) 指標 2.3：頻繁にパイロット訓練コースがモニタリングされる。 

パイロット訓練コースのモニタリングは、月に２回の割合で、VTC 本部職員、センター

長、トレーニング・コーディネーター、JICA 専門家がチームとなって各センターを訪問し、

チェックリストに基づきコースの進捗状況を確認している。モニタリング内容は、訓練生

の状況、教材の開発状況、スケジュール管理状況といった内容が主なものとなっている。 

 

３－３－３ 成果 3「モデル訓練センターがセンター運営改善ノウハウを獲得する」 

(1) 指標 3.1：モデル訓練センターのセンター長や職員の運営に対する理解度が上昇する。 

プロジェクトで実施したセンター運営（中間管理職制度）の理解度インタビューの結果

は表－10 の通りである。プロジェクト開始前と開始後で理解度が上昇していることが確認

できる。 

 

表－10 センター運営理解度 

プロジェクト開始時 終了時調査時 

中間管理職の必

要性を理解して

いる 

どちらともい

えない 

理解してい

ない 

中間管理職の必

要性を理解して

いる 

どちらとも

いえない 

理解して

いない 

3 3 15 20 1 0 

 

(2) 指標 3.2：職員に対する訓練運営セミナーやワークショップが開催される。 

各モデル訓練センターの管理者及び指導員に対して、日本における訓練・管理の内容及

び改善活動を紹介するセミナーが開催された。開催実績は表－11 のとおりである。 

 

表－11 セミナー、ワークショップの開催実績 

日 時 主 題 内 容 対 象 
参加

人数

実施 

場所 

2006.12.4 
職業訓練

概要 

日本における訓練センターの

運営・管理の内容及び改善活動 

センター長、職業訓練

指導員、管理部門職

員、VTC 本部職員、

JICA ボランティア、

JICA 職員、JICA 専門

家 

14 TTI 

2006.12.5 
運営改善

概要 

PCM（Project Cycle Management）

手法を利用した、運営改善計画 
同上 14 TTI 

2006.12.10 
職業訓練

概要 

日本における訓練センターの

運営・管理の内容及び改善活動 
同上 12 アカバ

2006.12.11 
運営改善

概要 

PCM（Project Cycle Management）

手法を利用した、運営改善計画 
同上 12 アカバ

2006.12.23 
職業訓練

概要 

日本における訓練センターの

運営・管理の内容及び改善活動 
同上 16 

ジェラ

シュ 
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日 時 主 題 内 容 対 象 
参加

人数

実施 

場所 

2006.12.24 
運営改善

概要 

PCM（Project Cycle Management）

手法を利用した、運営改善計画 
同上 16 

ジェラ

シュ 

2007.1.13

～17 

パイロッ

ト訓練コ

ース選定 

コース選定会議 

センター長、職業訓練

指導員、管理部門職

員、VTC 本部職員、

JICA ボランティア、

JICA 専門家 

8 TTI 

2007.1.20

～24 

パイロッ

ト訓練コ

ース選定 

コース選定会議 同上 8 アカバ

2007.1.27

～31 

パイロッ

ト訓練コ

ース選定 

コース選定会議 同上 7 アカバ

2007.5.15

～16 

カリキュ

ラム開発 
カリキュラム検討委員会 

センター長、職業訓練

指導員、VTC 本部職

員、民間企業代表、

JICA 専門家 

9 TTI 

2007.5.22

～23 

カリキュ

ラム開発 
カリキュラム検討委員会 同上 8 アカバ

2007.5.28

～29 

カリキュ

ラム開発 
カリキュラム検討委員会 同上 8 アカバ

2007.10.21 
データベ

ース運用 
データベース講習会 

データベース担当者、

ソ フ ト メ ー カ ー 、

JICA ボランティア 

9 TDI 

2007.12.20 
データベ

ース運用 
データベース講習会 

データベース担当者、

ソフトメーカー 
10 ザルカ

2008.8.3～

6 

中間管理

職研修 

職業訓練公社の副総裁による

公社の役割、現状説明、技プロ

専門家による指導員の役割や

使命の講義、指導員研修学院院

長によるカリキュラム編成法

の講義及び実践 

副総裁、VTC 本部職

員、トレーニングコー

ディネータ、指導員、

JICA 専門家 

20 TDI 

2009.1.26 

モニタリ

ング手法

研修 

モニタリングフォームの内容

検討会 

トレーニングコーデ

ィネータ、指導員、

JICA 専門家 

10 

Century 

Park 

Hotel 

2009.1.26 
中間管理

職研修 

中間管理職の役職の必要性や

業務 

センター長、中間管理

職、VTC 本部職員、

JICA 専門家 

36 

Century 

Park 

Hotel 
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日 時 主 題 内 容 対 象 
参加

人数

実施 

場所 

2009.5.24 
カリキュ

ラム開発 
CUDBAS 研修会 

トレーニングコーデ

ィネータ、指導員、

VTC 本部職員、JICA

専門家 

17 TTI 

2009.6.29 
中間管理

職研修 

センター運営の内容と中間管

理職の資質、訓練評価の方法 
中間管理職、指導員 32 

Crown 

Plaza 

 

(3) 指標 3.3：訓練センター運営改善マニュアルが利用される。 

訓練運営及びセンター運営に関する各種マニュアル・ガイドラインは表－12 のとおり暫

定版が作成されている。プロジェクト終了までに英語版・アラビア語版にて製本されたも

のが完成する予定である。 

 

表－12 マニュアル・ガイドラインのリスト 

１ Training Management Cycle 

２ Guideline for CUDBAS 

３ Guideline for market needs survey 

４ Guideline for middle level manager 

５ Vocational Training Instructor’s Guide 

６ Manual for monitoring and evaluation （今後作成予定） 

 

(4) 訓練管理に関与する企業数が 10 から 25 に増加する。 

パイロット訓練コースのカリキュラム開発委員会に、６コースにそれぞれ３名の民間セ

クターの代表が参加しており、合計 18 の企業の代表が参画している。また、プロジェク

トにて実施された技能競技大会の運営にあたっては、20 社以上の企業から財政的支援、技

術的支援（審査員）を得ており、こうした取り組みを通じて VTC に関与する企業はプロジ

ェクト開始当初より増加している。 

  

３－３－４ 成果 4「VTC 本部、地域事務所がモデル訓練センターを管理し、モニタリングで

きる」の達成度 

(1) 成果 4.1：モニタリングガイドラインが整備され、VTC 本部に利用される。 

プロジェクトでは、訓練センターのモニタリングツールとして、訓練生や訓練コース情

報に関するデータベースを構築した。入力方法のマニュアルも整備され、データベースの

活用が進んでいる。 

 

(2) 成果 4.2：モニタリングや評価制度に対するモデル訓練センター職員の満足度が

 上昇する。 

モニタリング・評価のための情報は、以前は書類により VTC 本部に報告されていた。し
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かしデータベース完成後は、情報収集が飛躍的に効率化され便利になったとの声が VTC

職員から聞かれている。終了時調査時のインタビューにおいても、データベースに対する

高い満足度を示す VTC 職員がほとんどであった。 

 

(3) 成果 4.3：モデル訓練センターの管理やモニタリングのためのデータベースが整

 備され利用される。 

VTC 本部から、データベースの情報更新は絶えず行うよう指示が出ており、最新の訓練

生情報、指導員情報、開講訓練コース等の情報が閲覧できる状態となっている。データベ

ースの導入は、当初３カ所のモデル訓練センターのみを対象としていたが、その後、全セ

ンターへ対象が拡大され、更に訓練生の雇用機会拡大のためのジョブマッチング機能も付

加されている。 

 

３－４ プロジェクト目標「産業界のニーズに適合した訓練プログラムを提供できる VTC 運営モ

デルが確立される」の達成度 

プロジェクト目標には以下 6 項目の指標が設定されている。データが収集できず確認が行えな

かった指標や、一部達成されていない指標はあるものの、全体としてはおおむね達成傾向にある

と判断できる。 

 

３－４－１ 指標 1.1「TMC マニュアルが開発され利用される」 

TMC に関するマニュアルは、その大部分の作業が終了しており、英語版・アラビア語版がセ

ットとなった最終版がまもなくヨルダン側に提出される予定となっている。なお同マニュアル

の暫定版は、TMC 導入時にモデル訓練センターに配布されている。 

 

３－４－２ 指標 1.2「VTC 本部および職業訓練センターにおいて新組織が導入される」 

VTC 本部では、運営モデルに関する責任者が任命され、また各センターにおいては、中間管

理職の任命を通じて新しい体制が導入された。 

 

３－４－３ 指標 2.1「パイロット訓練コースに対する訓練生の満足度が開始時より上昇する」 

訓練生のパイロット訓練コースにおける教科書、機材、教授法、指導員に関する満足度調査

結果は表－13 のとおりである。項目によって年毎にばらつきがあるものの、教科書に関する項

目以外は、上昇傾向か横ばいとなっている。教科書に関しては、満足度が 2006 年と比べると

下降しており、理由を丁寧に分析し必要な改善を図っていく必要があると思われる。 
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表－13 訓練生の満足度 

調 査 年 教 科 書 機 材 教 授 法 指 導 員 

2006 89 64 72 97 

2007 58 71 97 100 

2008 68 76 85 97 

2009 67 69 83 93 

 

３－４－４ 指標 2.2「パイロット訓練コースに対する求人数が増加する」 

現在、ヨルダンにおいて求人管理は労働省の役割となっており、公的に定められている VTC

業務には、就職支援や求人管理は含まれていない。よって、VTC において求人者数は把握され

ておらず、同指標に関する情報を入手することはできなかった。しかし、プロジェクトで作成

したデータベースでは訓練生の自己スキル等の情報を公開するシステムを付加し、企業が WEB

上で人材を探すことができるシステムを整備している。実際に機能し活用されていくまでには

時間を要すると思われるが、このシステムを通じて将来的に訓練生と企業とのジョブマッチン

グが推進されていくことが期待される。 

 

３－４－５ 指標 2.3「卒業生がパイロット訓練コースと関連した企業に雇用される」 

VTC 施設内での訓練コース（10 カ月）を修了した訓練生は関連企業への OJT（5 カ月）を経

験することとなっているが、パイロット訓練コースにおいては、半数以上の訓練生が OJT 先に

就職しており（ジェラシュ VTI で 50％、TTI で 70％、アカバ VTI で 60％）、指導員へのインタ

ビュー調査によれば、他コースと比べても関連企業への就職率は高いことが確認されている。 

 

３－４－６ 指標 3「中退者率が 2006 年の 30％から 2010 年には 15％に減少する」 

パイロット訓練コースにおける中退率は表－14 のとおりである。アカバにおいては、2006

年に 50％だった中退率が、2009 年には 20％と大幅に改善されていることが確認できる。指標

の 15％には届かないものの、プロジェクト開始当初（全センターでは 30％）よりは改善の傾

向が見られる。 

 

表－14 パイロット訓練コースの中退者率 

年度、人数 
ジェラシュ TTI アカバ 

中退者率 
金属加工 配管 屋内配線 木工 溶接 冷凍空調

‘06 入学 n/a n/a n/a n/a 7 15 11/22 

50.0% 中退 n/a n/a n/a n/a 1 10 

‘07 入学 13 n/a 17 n/a 11 n/a 8/41 

19.5% 中退 2 n/a 3 n/a 3 n/a 

‘08 入学 12 10 15 12 11 10 12/70 

17.1% 中退 1 1 5 3 0 2 

‘09 入学 13 16 20 18 15 15 20/97 

20.6% 中退 1 3 4 6 3 3 

（単位：％）
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３－５ 上位目標の発現度 

上位目標：VTC 本部及び訓練センターが VTC 連営モデルに基づき管理・運営される。 

指標：①パイロット訓練コース以外の訓練コースにもプロジェクトの成果が拡張される。 

   ②モデル訓練センター以外にもプロジェクトの成果が拡張される。 

   ③パイロット訓練コースの卒業生が関連技術の企業に雇用される。 

   ④パイロット訓練コースの卒業生を採用した企業の 70％が訓練生に満足する。 

評価時点で、上位目標が確実に達成されるかどうかを十分に予測することは難しい。しかし、

既述のとおり、運営モデルに対する VTC の理解度や評価は総じて高く、また既に CUDBAS を用

いたカリキュラム開発や、デーベースの活用などが他センターへも普及している状況をみると、

VTC 本部がイニシアティブを取り普及計画を実施していけば、今後、他センターへの普及は加速

していくものと見込まれる。ただし、中間管理職制度などは現在のヨルダンの公務員人事制度に

はないものであり、またセンターの規模や人員体制によって導入が難しいセンターも出てくると

思われる。しかしいずれにせよ、効率的なセンター運営のためにマネジメントの改善は必要であ

り、それぞれのセンターに適応可能な形で導入の検討が行われることが望ましい。 

パイロット訓練コースが、卒業生の雇用機会拡大や企業の満足度に何らかの効果を与えたかに

ついて、因果関係を明らかにするのは現段階では難しいが、パイロット訓練修了生の OJT 企業先

への定着率が比較的高い状況を考慮すると、採用企業の卒業生に対する評価は低いものではない

といえる。以上から、上位目標が達成される見込みはおおむね高いと判断される。 

一方、既述のとおり、VTC では卒業生の雇用状況をフォローすることや、雇用を支援すること

に関して、専門家が必要性について VTC に説いているものの、組織の業務として定められていな

いこともあり、認識が必ずしも高くない。しかし、訓練生の雇用状況は、訓練効果を図る１つの

バロメーターになるため、VTC においてフォローを検討していくことが望まれる。 
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第４章 評価５項目に基づく評価結果 
 

４－１ 妥当性 

プロジェクトは終了時評価の時点で、高い水準の妥当性を維持している。  

 

４－１－１ ヨルダンの開発政策との一貫性 

地方の労働市場の必要性に合致した職業訓練の強化は、“National Agenda（2006－2015）”に

おいて、ヨルダンの開発戦略における優先分野の１つとして位置づけられている。また労働省

は、雇用と技術職業教育及び訓練に関する政策と戦略(The Employment-Technical and Vocational 

Education and Training (E-TVET) Policy and Strategy)を 2007 年に策定し、労働市場のニーズに即

した職業訓練の重要性を強調している。 

 

４－１－２ VTC のニーズとの合致 

VTC は、ヨルダンの政府機関として、職業訓練の提供を通じて若年層の雇用の拡大に寄与す

ることが期待されている。しかし、VTC はこれまで、産業界のニーズに合った適切な訓練プロ

グラムを実施していないとの批判を浴びており、VTC の訓練実施能力の強化が求められている。

プロジェクトは VTC が産業界のニーズに即した訓練を提供可能となるよう、訓練実施能力の強

化をめざしたものであり、VTC のニーズと合致している。 

 

４－１－３ 日本の ODA 政策との一致  

日本の対ヨルダン国別援助計画では、ヨルダンの持続的な経済発展の実現を達成するため、

同国内の労働需要に適合した質の高い産業人材の育成を優先的に取り組むべき開発課題の１

つとしており、日本の ODA 政策とも一致している。   

 

 

４－２ 有効性 

本プロジェクトの有効性は、以下の諸点によって高いと評価できる。 

 

４－２－１ プロジェクト目標の達成見込みが高いこと 

VTC は、プロジェクトで導入した運営モデルを通じて、一定程度、訓練実施能力を向上させ

ることができたと判断される。プロジェクト目標における指標もおおむね達成されており、「企

業ニーズに合致した訓練コースを提供できる VTC 運営モデルが確立される」というプロジェク

ト目標は、達成される見込みが高い。 

 

４－２－２ VTC の自発的取り組みの促進 

プロジェクトを通じて、新しい訓練運営やセンター運営手法を導入することによって、モデ

ル訓練センターの運営もそれぞれ自発的に改善されるようになった。VTC 本部も、運営モデル

の効果を認識し、運営モデルの一部を自発的にモデル訓練センター以外のセンターに普及させ

ている。VTC 全体として、自発的な改善への取り組みが見えるようになったことは、プロジェ

クトにより生じた効果であるといえる。 
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４－３ 効率性 

プロジェクトへの投入は、以下の点からおおむね効果的に行われたと判断する。 

 

４－３－１ 日本側の投入 

日本側からの投入は、専門家の派遣、機材提供、本邦研修のいずれにもスケジュール上の遅

延はなく計画どおり行われ、量・質の点からも問題なく実施された。また、指導員の指導技術

向上にかかる C/P 研修を追加的に実施し、今後 VTC における同研修の定着化の礎を築いた。そ

の他の C/P 研修も、C/P が日本の職業訓練に関する理解を深めることに役立ち、技術移転を行

うにあたり効果的に機能した。 

 

４－３－２ ヨルダン側の投入 

協力期間中、一部の C/P が異動などにより交代になったことは、プロジェクトの効率性を阻

害したものの、必要な C/P が配属された後は、プロジェクト実施のために多くの努力を傾注し、

プロジェクトの円滑実施に寄与した。 

 

４－４ インパクト 

いくつかの正のインパクトを見ることができた。  

 

４－４－１ 運営モデルの普及 

CUDBAS を用いたカリキュラム開発は、当初３つのモデル訓練センターのみでの実施を予定

していたが、現時点で 6 カ所の訓練センターで実施されている。また同じく、データベースも、

モデル訓練センターだけでなく VTC の全センターにおいて運用が開始されている。このように、

プロジェクトで定めた範囲を超えて VTC が自主的にプロジェクトの成果の普及に取り組んで

おり、既に上位目標に関連する活動が始動している。 

 

４－４－２ 地域の民間企業との連携に対する関心の高まり 

VTC 本部は、2009～2011 年の事業戦略において、民間企業との連携強化を強調しているが、

これまでは十分に連携が図れていないのが実情であった。これに対しプロジェクトでは、地域

産業ニーズ調査やカリキュラム検討委員会への企業の参画、更には技能競技会等の実施を通じ

て企業との接点の創出に努めてきた。こうした取り組みを通じ、VTC 職員の民間企業との連携

に関する関心は高まっており、今次調査においても、民間企業との連携が進みつつあると指摘

する職員や連携強化の必要性を指摘する指導員が増えてきていることが確認された。 

 

４－４－３ 技能競技会・教材コンクール開催を通じた効果 

プロジェクト開始時から開催されてきた技能競技会と教材開発コンテストは、民間企業との

連携促進、VTC の広報、指導員の意識向上等、さまざまな効果を生んだ。更には、間接裨益者

である VTC 訓練生のモチベーションの向上にもつながることが期待され、こうした取り組みの

波及効果は大きい。 
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４－５ 自立発展性 

評価調査団は、以下の理由により自立発展性はおおむね高いと評価した。 

 

４－５－１ 技術的側面 

VTC 運営モデルは、これまでの取り組みを通じてモデル訓練センターにおいて定着してきて

おり、更に他のセンターでも導入が開始されていること、また TMC や CUDBAS、中間管理職

の業務内容等はマニュアル化され文書として VTC に残ることから、プロジェクトで技術移転し

た内容は VTC にて継承されていくものと見込まれる。 

他方、産業界のニーズに即した訓練の提供には、運営面のみならず指導員の技術力向上も必

須であり、この点において VTC が独自に強化策をとっていく必要がある。 

 

４－５－２ 組織的側面 

VTC 運営モデルは、一部既に他センターでも導入が開始されていることから、取り組みやす

いものに関しては、今後も継続的に実施されていく可能性は高い。しかしながら、今後展開す

べき他の訓練センターは、人員体制面でモデル訓練センターと比較して脆弱なセンターもあり、

中間管理職制度をはじめとし、他センターへの適応が難しいものも生じる可能性もある。VTC

本部は普及のための３カ年計画を作成予定であるが、こうしたセンター間の差異を踏まえた適

切な計画が作成され、各センターに適応可能な形で訓練運営やセンターの運営の改善策を普及

していくことが望ましい。 

 

４－５－３ 制度的側面 

運営改善の取り組みは、柔軟に運営体制を見直せる状況であれば、より工夫がし易い。しか

し、政府機関である VTC は、人事や予算確保・会計手続き等において制約が多く、運営面の効

率性の追求は、限られた範囲での取り組みとなる。現在、VTC をヨルダン政府から独立して自

立的に運営する組織に移行させるプロジェクトを実施すべく、世界銀行がヨルダン政府と協議

を進めているところであるが、こうした VTC の裁量権拡大の動きが進めば、本プロジェクトで

取り組んだような、人員体制や運営上の効率化が行いやすく、プロジェクト効果の持続性も高

まるものと思料する。 

 

４－６ 結 論 

プロジェクトでは、３つのモデル訓練センターにおいて、TMC の導入や、効率的なセンター運

営のための中間管理職や各種委員会の設置、更には訓練センターモニタリング用のデータベース

の導入等を通じて、産業界ニーズに合致した訓練プログラムを提供していくための VTC 運営モデ

ルの構築に取り組んできた。これらは、プロジェクト専門家によるワークショップ等を通じて、

VTC 職員の理解を得ながら進められ、モデル訓練センターにおいて定着をしてきている。このう

ち、CUDBAS を用いたカリキュラム開発や、データベースによるセンター管理など一部の運営モ

デルは、既にモデル訓練センター以外への普及も開始されている。VTC 運営モデルを更に普及さ

せていくための計画や、VTC 運営モデルに関するマニュアル・ガイドラインの完成版作成はプロ

ジェクト残余期間に取り組まれる予定であるが、予定されていた活動は、専門家と C/P の努力に

より、計画とおり終了しており、各成果・目標の指標の達成状況を見ても、プロジェクト目標は
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ほぼ達成されると判断できる。以上から、調査団は本プロジェクトを所定のプロジェクト期間で

終了することが適当と考える。 
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第５章 提言と教訓 
 

５－１ 提言 

５－１－１ プロジェクト成果の普及計画の作成準備 

VTC 運営モデルを今後、他の訓練センターに普及していくためには、VTC 本部がイニシアテ

ィブを取り、普及計画を立案・実施して行く必要がある。既述のとおり、VTC 本部はプロジェ

クト終了までに普及計画を作成することを予定しているが、実現可能性の高い計画が確実に作

成され、普及が行われていくことが望まれる。 

 

５－１－２ モニタリング能力の強化 

プロジェクト成果の持続のためには、VTC 本部がモデル訓練センターの取り組み及び成果を

丁寧なモニタリングを通じて評価、検証し、場合によっては必要な改善を加えたうえで、セン

ター運営にフィードバックしていくことが大切である。モデル訓練センターの結果をどのよう

に生かすかのビジョンをもち、そのために必要なモニタリングを継続的に実施していくことが

望まれる。 

なお、訓練生の就職状況について現在 VTC ではフォローしていないが、訓練効果のモニタリ

ングの一手段として、就職状況のフォローも検討していくべきと思料する。 

 

５－１－３ データベースの有効活用 

プロジェクトで導入したデータベースは有効なモニタリングツールとして活用し得る。デー

タベースでは、各センターの訓練生、指導員、訓練コースに関する情報等が入力されており、

VTC 内における各センターの状況のモニタリングのために利用されているほか、企業が当該デ

ータベースにアクセスし、訓練生のスキルについて情報を得ることが可能となっている。今後

は他の潜在ユーザーも取り込みながらデータベースが活用されていくことが望ましい。 

 

５－１－４ VTC の独立分権化の推進 

VTC は政府機関であるがゆえ、職員・指導員の採用、予算確保と会計手続き、人材開発等に

おいてさまざまな規制が存在し、時にこれらの規制が、プロジェクトにてセンターの運営改善

に取り組むにあたり障害となることがあった。現在、VTC がヨルダン政府から独立し自主運営

する組織になることが検討されているが、これにより VTC の独立裁量権が拡大されれば、運営

面の改善もより促進されると思料する。 

 

５－１－５ 指導員の技術向上 

VTC が産業界のニーズに即した訓練を提供できるようになるためには、プロジェクトで取り

組んだ組織マネジメントや訓練マネジメントの改善のみならず、指導員の指導技術向上も非常

に重要な課題である。指導員の指導技術力は、訓練の質を大きく左右する。VTC 指導員の指導

技術力には、いまだ向上の余地があり、指導員研修の機会を設けるなどして指導技術の向上を

図っていくことが望ましい。 
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５－１－６ 技能競技会等の継続 

プロジェクトで導入した技能競技会、教材コンクールは、VTC の広報や大会マネジメント能

力向上、指導員や訓練生のモチベーション向上といった効果が期待できる。今後も引続きこう

した大会が開催されていくことが望まれる。 

 

５－２ 教訓 

５－２－１ 職業訓練機関のマネジメント能力強化の重要性 

本プロジェクトは、特定の訓練校において、特定の技術分野に絞って技術移転を行うアプロ

ーチではなく、訓練運営とセンター運営のマネジメント能力強化といった横断的に共通する課

題に対する協力を行ってきた。職業訓練分野の技術協力プロジェクトを実施する際、特定科目

の指導員の指導技術力強化のための事業を実施することが多い。産業界のニーズに即した質の

高い訓練を実施するには指導員の指導技術力の強化は極めて重要な要素であるものの、指導員

がその能力を発揮するためには職業訓練センターや職業訓練事業所管省庁の適切なマネジメ

ントも極めて重要である。マネジメントの改善には行政の観点から多くの要素が関連すること

になり問題解決が難しい側面も併せもつが、職業訓練事業の質向上において重要なポイントで

ある。 

 

５－２－２ 産業の活性化と両輪での協力の重要性 

JICA が実施する対ヨルダン産業人材育成・雇用開発支援に関しては、プログラムアプローチ

が採られており、本プロジェクトは、「産業人材育成・雇用開発プログラム」の一つのコンポ

ーネントに位置づけられている。同プログラム下には、雇用開発に関するプロジェクトの実施

も計画されており、両輪での協力を行うこととなっている。ヨルダンでは、企業の 95％は５名

以下の零細企業が占め、雇用吸収力がもともと低いうえ、さらに安価な外国人労働力を大量に

受け入れており、産業人材を輩出しても雇用先がなかったり、労働者の希望する職種がなかっ

たりと、人材輩出側だけに対する協力では効果を生み出しづらい。こうした国では、産業界の

活性化と人材育成の双方向からの協力を検討していくことが非常に重要である。 
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団長 職業訓練 協力企画 評価分析

小西伸幸 金丸順夫 井田いづみ 小野澤雅人

7月23日 金 21:40 成田発

7月24日 土 9:20 アンマン着

7月25日 日 AM VTC本部表敬

専門家打ち合わせ

VTC本部C/P、関係者インタ
ビュー

PM 専門家インタビュー

ヨルダン事務所打合せ

7月26日 月
地域事務所視察、インタビュー

移動：アカバへ

7月27日 火
アカバVTC視察、インタビュー
（所長、中間管理職、指導員）
訓練生就職先企業視察、イン
タビュー
移動：アンマンへ

7月28日 水 AM
ヨルダン工業会議所インタ
ビュー

PM

7月29日 木 AM

PM

7月30日 金

7月31日 土 18：10　成田発

8月1日 日 AM
05：15　アンマン着

事務所打ち合わせ

PM

8月2日 月 ジェラシュVTC訪問

8月3日 火

8月4日 水
17:15  アンマン発

8月5日 木 18:00 成田着

8月6日 金 02：10　アンマン発

8月7日 土 08：10　成田着

ヨルダン　職業訓練マネジメント強化プロジェクト　終了時評価調査日程

プロジェクトチーム・VTC本部打合せ

TTI視察、インタビュー（所長、中間管理職、指導員）

ジェラシュVTC視察

訓練生就職先企業視察、インタビュー

日

プロジェクトチーム・VTC本部打合せ

事務所打ち合わせ

9:20 アンマン着

19:55 羽田→大阪
23:15 大阪発

資料整理

資料整理

17:15 アンマン発

17：20大阪着
18:00 成田着

STIMI視察

ミニッツ署名、JCC、大使館報告

ミニッツ協議

－　－25
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１．実施プロセスについて

（１）全体として活動は計画通りに行われたかお尋ねします。

モニタリングの仕組みは適切でしたでしょうか？どのような取り組みが行われたのか、ご説明ください。

コミュニケーションの状況は良好でしたか？C/Pと共同して問題に対処することができましたか

（全体計画・実施・モニタリング機能に対して）先方実施機関にどのような自助努力が見られましたか？

相手側の予算の手当ては十分でしたか？

C/Pの配置は適正でしたか？

プロジェクト期間中に明らかになった課題とその対処方法はどのようなものでしたか

成果達成の具合・水準をどのように見ていますか？

2. 妥当性　(略）

3.　有効性

(1)プロジェクト目標：「産業界のニーズに適合した訓練プログラムを提供できるVTC運営モデルが確率される」の達成程度についてお尋ね
します。

プロジェクト目標の達成状況として、以下６つの指標（下欄参照）が示されているが、そのそれぞれに鑑み、同目標の達成状況をどのよう
に評価すればよいでしょうか？

1-1. トレーニング管理サイクルに関するマニュアルの作成とその利用

1-2.  VTC本部とモデルトレーニングセンターの新しい組織表の作成

2.1     パイロット・トレーニングプログラムの受講者の、訓練開始時と訓練修了時における満足度の比較

2.2     パイロット・トレーニング・プログラムに対する求人の増加

2.3     それぞれの専門分野と関係の深い業務へ就職した卒業生の数

3.   2006年の退学率３０％が、2010年に15%に減少する

協力期間中、相手側のニーズに応じた計画変更、修正等は柔軟に行うことができたのかどうか？

プロジェクトの共同実施体制（先方の段階的な技術向上を踏まえた技術移転の進め方）で配慮したことは何か？

C/Pにとっての事業に参加し定着するためのインセンティブは何だったのか？

(2)目標達成にかかる促進・貢献要因または、阻害要因についてお尋ねします。

プロジェクトマネジメント能力の欠如（プロジェクトでの支援・助言や研修結果が、うまく業務に生かされなかったこと）はどのようなこ
とだったのでしょうか？

カウンターパートの交代や人材流出の状況について（もし、そのような事実があれば）ご説明ください。

(3)プロジェクトに大きな影響を与えた外部条件についてお尋ねします。それはどのようなものか？

4.　効率性

(1)投入に見合った活動/成果が達成されているかどうかについてお尋ねします。

専門家への質問票（終了時評価）
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投入のタイミングや計画変更は適正でしたか？（長専・短専門遣や機材投入の状況）、また追加的な予算投入も含め、投入量は適正であっ
たかどうか、費用対効果の観点からどのように評価しますか？

C/P研修の実施状況（人数、受け入れ、内容等）はどのようなものでしたか？

Ｃ／Ｐ・スタッフの配置（必要な数及び水準、常駐専任数）

プロジェクトの成果物、その作成と活用度合いをどのように評価しますか？

(2)プロジェクト･マネージメントの適切性についてお尋ねします。

投入資源の運営管理状況はいかがですか？（機材の利用度、保管の状況などを含む）

合同調整委員会・運営指導調査等は、適切に機能しましたか？（設置の有無、時期、助言内容）

5.インパクト

(1)上位目標達成の見込みについてお尋ねします。

上位目標達成の見通しをどのように見ますか？また、本プロジェクトの貢献の程度はどれくらいと見ますか？

(2)プロジェクト実施による効果は何でしょうか？また、その他の波及効果についてお尋ねします（予期しなかったものも含む）。

政策・組織的なインパクトは何だったのでしょうか？

どのような技術的なインパクトを生み出したのでしょうか？

どのような環境的なインパクトがあったのか、あるいは今後生じるのかについてご説明ください。

経済的並びに文化・社会的なインパクトはどのようなものでしょうか？

予期されなかった正負の影響や波及効果はあったのかどうかについてご説明ください。

６．自立発展性の見込みについてお尋ねします

(1)制度・政策・組織面についてお尋ねします。

スタッフの定着度と活動の持続性、TVETに関する職員研修等の維持の見通しはどのようなものでしょうか

TVC等実施機関の組織基盤/体制と今後の組織の体制維持・変革等の見通しをどのように見ますか？

(2)技術的側面についてお尋ねします

C/Pの技術・ノウハウの定着度をどのように評価しますか？

関係機関への技術の普及の可能性をどのように評価しますか？

(3)財政的側面についてお尋ねします

C/P機関並びに関係機関の財政状況はどのようなものでしょうか

移転した技術・知見の利用状況・普及状況についてご説明ください。

(4)その他

本件終了時までに残された課題とその実施について（さらに相手国側の要請やニーズあれば、その把握）、特記事項がありますか

民活技プロ特有について民活技プロのメリットや課題は何でしょうか？

職業訓練に係る政府の意向や計画はどのようなものでしょうか

ヨルダンにおける職訓分野への今後の支援の方向性や、同分野における技術協力に関する教訓はどのようなものがありますか
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1. On Implementation Process

(1) Overall process

What was the monitoring procedures used in the course of the technical cooperation project?

Was the communication between the Japanese experts and the participants of the project apporopriate? What was the overall result of the
collaboration among parties involbed in the project?

Was the budgetal disbursement from Jordanian side appropriate and carried out in a timely manner?

Was the assignment of the necessary personnel carried out apporopriately throughout the implementation period?

What were the issues and challenges your department encountered during the implementation period? How did you resolve these issues
and challenges?

How do you satisfy the level of the achievement?

2. Relevancy (Ommit)

3.　Effectiveness

(1) On the fulfilment of the Project Purpose, "An efficient VTC operating model will be established to ensure that a training programme
is in tune with the needs of industry".

Reffering to the six (6) indicators, how do you evaluate the achievement of the Project Purpose?

Have the project implemented the activities with flexibility to meet Jordanian side's needs, etc?

What were the things you care the most to carry out the techinical cooperation project jointly with Japanese experts and other agencies
concerned?

For most C/Ps, what was the most attractive incentives to participate the project?

(2)Factors to contribute and hindering the achievement of the project purpose

What was the obstacles/ constraints for your organization to apply/adopt the outcomes from the project?

Please explain the status and reasoning of vacant positions occurred in the counterpart personnel?

4.　Effectiveness

(1) Output and the Cost/Benefit of the Outputs

Were the timing and the implementation, change etc of the input appropriate? Was the quality and quantity of the input appropriate in
light of the magnitude of the output?

Overall outcomes form the training in Japan?

Was the number and assignment schedule, etc of the C/P personnel appropriate?

Was the manuals and guidelines developed from the project appropriate?

(2) On project management of the project

Have the project imput appropriately managed (Use of machninery and equipment, how they are stored and maintained), etc?

Have you been able to discuss and dialogue with JCC and various study teams dispatched from Japan to improve the overall project
implementation, etc.?

Questionnaire to VTC （Final Evaluation)
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5.Impact

(1)Probability of Achieving the Overall Goal

How does TVC project the probability of achieving the overall goal? How much the contribution of the project to the achievement of the
overall goal will be?

(2) Impact from the Project (both negative and positive, and expected and unexpected...)

What is the institutional and organizational impact to TVC from the the project?

What is the technical impact of the project?

What is the environmental impact of the project? What sort of environmental impact is projected?

What is the economic and cultural, social impact from the project?

Explain if there is unexpected impact (both negative and positive).

６．On Sustainablity

(1) Organizational and Institutional Sustainablity

Retention of the staff trained by the project. Probability of continuing the trianing locally?

Probability of remaining organizational arangement for the TVC. Possibility of organizational change, etc of TVC.

(2)Technical Sustainablity

Will the technical capacity and know-how learned by the C/P remain in the organization and how it will be realized?

Will the technical capacity dissiminate to organizations concerned?

(3) Financial Aspect

Explain the finanicial status/situation of the counterpart organizations

Explain the current status on TVET reform in Jordan, if any.

(4) Other

Explain if there is any remaining issues to be resolved during the implementation period of the project.

What is the current plan and policies of the government of Malawi on rural electrification?

Recommendations on the future project in Jordan.
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 c
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A
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, 
st

ay
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 c

ur
re

nt
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T
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 c

ur
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nt
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 d
o 
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t 
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t 
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st
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s 
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m
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 t
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ee
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e 
w

el
l 
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iv
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 b
y 
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ov
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ra
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ra
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 c
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e 
li

gh
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, t
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ar
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±)
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ut
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ca
te

s 
ne
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 T

he
 s

at
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fa
ct
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n 
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f 
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e 
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pe
ct

iv
e 

em
pl

oy
er

s 
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h 
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e 
O
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m
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h 
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e 
m
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e 
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al

f 
of

 t
ra

in
ee

s 
st

ay
s 

w
it

h 
th

e 
cu

rr
en

t 
em

pl
oy

er
s.
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cc

or
di

ng
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e 

in
te

rv
ie

w
, e
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m

pl
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of

 t
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 s
ta

rt
in

g 
sa

la
ry

 o
f 

th
es

e 
tr

ai
ne

es
 a

re
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pp
ro

xi
m

at
el

y 
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 w
hi

ch
 i

s 
m

uc
h 
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gh

er
 t
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n 

th
e 

in
du

st
ri

al
 

no
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s 
of

 r
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ul
ar

 w
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+
 

<
P

ro
je

ct
 

P
ur

po
se

>
 

A
n 

ef
fi

ci
en

t 
V

T
C

 o
pe

ra
ti

ng
 

m
od

el
 w

il
l b

e 
es

ta
bl

is
he

d 
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en

su
re

 th
at

 a
 

tr
ai

ni
ng

 
pr

og
ra

m
m

em
e 

is
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 tu
ne

 w
it

h 
th

e 
ne

ed
s 
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1.
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m
en
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nd
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se

 
of
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e 

m
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l o

f 
tr

ai
ni

ng
 m

an
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em
en

t 
cy

cl
e 

 

T
he

 in
di

ca
to

rs
 f

or
 th

e 
P

ro
je

ct
 P

ur
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se
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 n
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il
l b

e 
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il
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t p
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1.

1 
T

M
C
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an

ua
l 

w
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 c
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pl
et

ed
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nd
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va
il

ab
le

 f
or

 u
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y 

V
T

C
. 

 T
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 m
an

ua
l 

w
as

 p
re
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d 
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 m
ee

t 
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e 
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io
n 

of
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or
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ni
an
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at
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na
l 
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ni
ng

 a
nd

 e
du

ca
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. 

 C
om
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ne

d 
w

it
h 
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e 

C
U

D
B

A
S

 t
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iq

ue
s,

 V
T

Is
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e 
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(6
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lo
t t

ra
in

in
g 
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og

ra
m

m
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 a
t t
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e 
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m
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el
 tr
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ni
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 c

en
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ra
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g 
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s 
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e 
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y 
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C

U
D

B
A

S
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ic
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 m
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 m
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T
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T
C

 o
pe

ra
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m
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e 
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h 
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an
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s 
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m
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 m
an
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d 
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 d
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n 
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, t
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t 
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 m
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h 
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im
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em
en

t. 
T

he
 m

an
ua

l 
on

ly
 p
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 C
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t o
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at
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 m
id

dl
e 

m
an

ag
em

en
t, 

es
ta

bl
is

hm
en

t 
of

 a
 v

ar
ie

ty
 o

f 
co

m
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at
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ra
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 d
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ra
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ra
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at
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ra
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 m
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 c
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 f
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ra
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 p
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 c
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 c
on

si
st

 o
f 

m
ay

 d
if

fe
re

nt
 f

ac
to

rs
. T

he
 J

oi
nt

 E
va
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 c
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at

is
fa

ct
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 p
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he
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w
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 n

ot
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e 
em

pl
oy

m
en

t a
gr

ee
m

en
t i

s 
m

ut
ua

l o
ne

. E
m
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d 
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 c
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ti

on
 if

 th
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sf
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 p
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e 

te
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 m
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l 
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d 
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e 
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st
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ct
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s.
  

A
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or
di

ng
 t

o 
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, 
th

e 
tr

ai
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at
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w
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 c
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 r
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 o
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ra
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 c
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T
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d 

tw
o 

ex
-t

ra
in

ee
s 

fr
om

 A
qa

ba
 V

T
I.

 T
he

 c
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 c
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 d
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 c
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el

at
ed

 to
 th

ei
r 

sp
ec

ia
li

ze
d 

on
es

 
 

2.
3 

A
cc

or
di

ng
 t

o 
th

e 
st

at
is

ti
cs

 p
ro

vi
de

d 
by

 t
he

 m
od

el
 t

ra
in

in
g 

ce
nt

re
s,

 t
he

 r
ec

or
d 

of
 t

he
 j

ob
 p

la
ce

m
en

t 
of

 t
he

 
tr

ai
ne

es
 a

re
 i

nc
re

as
in

g 
co

m
pa

re
 t

o 
th

e 
av

ai
la

bl
e 

da
ta

 c
ol

le
ct

ed
 i

n 
A

qa
ba

 p
ri

or
 t

o 
th

e 
pr

oj
ec

t. 
 P

ro
sp

ec
t 

of
 

em
pl

oy
m

en
t i

s 
co

ns
id

er
ed

 h
ig

h 
if

 th
e 

tr
ai

ne
es

 c
om

pl
et

e 
th

e 
pr

og
ra

m
m

es
. 

  
 

T
ab

le
 3

 J
ob

 P
la

ce
m

en
t 

R
ec

or
d

 

Y
ea

r 
 

Je
ra

sh
 

T
T

I 
A

qa
ba

 
G

ra
du

at
i

on
 

R
at

e 
(%

) 

M
et

al
 

F
ab

ri
ca

ti
on

 

P
lu

m
bi

n
g 

H
H

 
W

ir
in

g 
C

ar
pe

nt
r

y 
W

el
di

ng
 

A
/C

 

20
05

 
re

gi
st

er
ed

 
n/

a 
n/

a 
n/

a 
n/

a 
7 

15
 

7/
22

=
 

31
.8

 
gr

ad
ua

te
d 

n/
a 

n/
a 

n/
a 

n/
a 

3 
4 

Jo
b 

at
ta

in
ed

 
n/

a 
n/

a 
n/

a 
n/

a 
n/

a 
n/

a 

20
06

 
re

gi
st

er
ed

 
n/

a 
n/

a 
n/

a 
n/

a 
7 

15
 

11
/2

2=
 

50
.0

 
gr

ad
ua

te
d 

n/
a 

n/
a 

n/
a 

n/
a 

6 
5 

+
 

－　－80



N
ar

ra
ti

ve
 

S
um

m
ar

y 
O

bj
ec

ti
ve

ly
 V

er
if

ia
bl

e 
In

di
ca

to
rs

 
R

es
ul

ts
 

R
em

ar
k1  

Jo
b 

at
ta

in
ed

 
n/

a 
n/

a 
n/

a 
n/

a 
n/

a 
n/

a 

20
07

 
re

gi
st

er
ed

 
13

 
n/

a 
17

 
n/

a 
11

 
n/

a 
33

/4
1=

 
80

.4
 

gr
ad

ua
te

d 
11

 
n/

a 
14

 
n/

a 
8 

n/
a 

Jo
b 

at
ta

in
ed

 
 

n/
a 

12
 

n/
a 

8 
n/

a 

20
08

 
re

gi
st

er
ed

 
12

 
10

 
15

 
12

 
11

 
10

 
58

/7
0=

 
82

.8
 

gr
ad

ua
te

d 
11

 
9 

10
 

9 
11

 
8 

Jo
b 

at
ta

in
ed

 
 

 
10

 
7 

11
 

8 

20
09

 
re

gi
st

er
ed

 
13

 
16

 
20

 
18

 
15

 
15

 
52

/9
7=

 
79

.3
 

gr
ad

ua
te

d 
12

 
13

 
16

 
12

 
12

 
12

 
Jo

b 
at

ta
in

ed
 

O
JT

 
O

JT
 

O
JT

 
O

JT
 

O
JT

 
O

JT
 

(S
ou

rc
e:

 V
T

C
) 

 
 

 
3.

  
D

ro
po

ut
 r

at
e 

is
 

re
du

ce
d 

fr
om

 3
0 

%
 

in
 2

00
6 

to
 1

5 
%

 in
 

20
10

. 

3.
 A

cc
or

di
ng

 t
o 

T
ab

le
 3

, 
th

e 
dr

op
ou

t 
ra

te
 h

as
 b

ee
n 

si
gn

if
ic

an
tl

y 
im

pr
ov

in
g.

 T
he

 c
ur

re
nt

 d
ro

po
ut

 r
at

e 
of

 t
he

 
tr

ai
ne

es
 w

ho
 e

nr
ol

le
d 

in
 2

00
9 

w
as

 2
0%

, 
sl

ig
ht

ly
 s

ho
rt

 o
f 

th
e 

ta
rg

et
 o

f 
15

%
. 

T
he

 l
at

es
t 

av
ai

la
bl

e 
dr

op
ou

t 
ra

te
 

of
 th

e 
ta

rg
et

 p
ro

gr
am

m
e 

w
as

 5
0%

 (
W

el
di

ng
 a

nd
 A

/C
 in

 A
qa

ba
, 2

00
6)

. A
s 

sh
ow

n 
in

 th
e 

T
ab

le
 3

, t
he

 f
ig

ur
e 

ha
s 

be
en

 i
m

pr
ov

in
g 

si
gn

if
ic

an
tl

y 
(8

0%
 i

n 
20

09
, 

A
qa

ba
).

 O
th

er
 c

en
tr

e 
ob

se
rv

es
 t

he
 s

im
il

ar
 f

ig
ur

e.
 O

ve
ra

ll
, 

th
e 

tr
en

d 
of

 d
ro

po
ut

 r
at

e 
is

 im
pr

ov
in

g.
  

±
 

<
O

ut
pu

t>
 

1.
 T

he
 s

up
po

rt
 

sy
st

em
 o

f 
V

T
C

 
H

ea
dq

ua
rt

er
s 

is
 

de
ve

lo
pe

d 
to

 
sp

re
ad

 th
e 

op
er

at
in

g 
m

od
el

 
to

 o
th

er
 tr

ai
ni

ng
 

pr
og

ra
m

m
es

 a
nd

 
ot

he
r 

3 
tr

ai
ni

ng
 

ce
nt

re
s 

1.
1 

N
om

in
at

e 
3 

st
af

f 
(A

D
G

 f
or

 T
ra

in
in

g,
 

A
D

G
 f

or
 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

an
d 

F
in

an
ce

 a
nd

 G
en

er
al

 
T

ra
in

in
g 

C
oo

rd
in

at
or

) 
of

 V
T

C
 

H
ea

rd
qu

ar
te

rs
 to

 
ex

pa
nd

 th
e 

op
er

at
in

g 
m

od
el

 to
 o

th
er

 
tr

ai
ni

ng
 p

ro
gr

am
m

es
 

 

T
he

 f
ol

lo
w

in
g 

th
re

e 
st

af
f 

m
em

be
rs

 o
f 

V
T

C
 H

ea
dq

ua
rt

er
s 

ha
ve

 a
ss

um
ed

 th
e 

ov
er

al
l r

es
po

ns
ib

il
it

y 
of

 
ex

pa
nd

in
g 

th
e 

op
er

at
in

g 
m

od
el

 to
 o

th
er

 tr
ai

ni
ng

 p
ro

gr
am

m
es

. 
 

T
ab

le
 4

 M
an

ag
er

s 
of

 t
h

e 
P

ro
je

ct
 

N
am

e 
T

it
le

 
M

r. 
H

an
i K

hl
ei

fa
t 

P
ro

je
ct

 M
an

ag
er

, A
D

G
 f

or
 T

ra
in

in
g 

M
r. 

A
hm

ad
 S

aw
af

ee
n 

A
D

G
 f

or
 A

dm
in

is
tr

at
iv

e,
 F

in
an

ce
 a

nd
 S

up
pl

y,
 F

in
an

ce
 a

nd
 

A
dm

in
is

tr
at

iv
e 

A
ff

ai
rs

 
M

r. 
M

ah
m

ou
d 

A
bu

 K
ha

dr
ah

 
E

xe
cu

ti
ve

 M
an

ag
er

, T
ec

hn
ic

al
 A

ff
ai

rs
 

  

+
 

 
1.

2 
L

ev
el

 o
f 

un
de

rs
ta

nd
in

g 
by

 
st

af
f 

of
 V

T
C

 
H

ea
dq

ua
rt

er
s 

on
 th

e 
de

fi
ni

tio
n 

of
 V

T
C

 
op

er
at

in
g 

m
od

el
 

1.
2 

In
 th

e 
co

ur
se

 o
f 

th
e 

te
ch

ni
ca

l c
oo

pe
ra

ti
on

, M
r. 

M
r. 

H
an

i K
hl

ei
fa

t a
nd

 M
r. 

M
ah

m
ou

d 
A

bu
 K

ha
dr

ah
 h

av
e 

pl
ay

ed
 im

po
rt

an
t r

ol
es

. U
nd

er
 th

e 
le

ad
er

sh
ip

 o
f 

M
r. 

H
an

i, 
P

ro
je

ct
 M

an
ag

er
, M

r. 
M

ah
m

ou
d 

pu
sh

es
 f

or
w

ar
d 

th
e 

P
ro

je
ct

. 
 

 B
ot

h 
of

 th
em

 u
nd

er
st

an
d 

th
e 

co
nt

en
ts

 o
f 

th
e 

te
ch

no
lo

gy
 tr

an
sf

er
 a

nd
 le

d 
va

ri
ou

s 
se

m
in

ar
s 

an
d 

w
or

ks
ho

ps
. 

 
 

+
 

 
1.

3 
D

ev
el

op
m

en
t o

f 
pl

an
 

to
 s

pr
ea

d 
th

e 
op

er
at

in
g 

m
od

el
 to

 
ot

he
r 

tr
ai

ni
ng

 
pr

og
ra

m
m

es
 a

nd
 3

 

1.
3 

T
he

 V
T

C
 o

pe
ra

ti
ng

 m
od

el
 is

 a
do

pt
ed

 b
y 

15
 p

ro
gr

am
m

es
 o

th
er

 th
an

 th
e 

or
ig

in
al

 s
ix

 (
6)

 p
il

ot
 tr

ai
ni

ng
 

pr
og

ra
m

m
es

 th
e 

th
re

e 
(3

) 
m

od
el

 c
en

tr
es

. A
cc

or
di

ng
 to

 th
e 

in
te

rv
ie

w
 to

 V
T

C
 H

ea
rd

qu
ar

te
rs

, a
 f

iv
e-

ye
ar

 a
ct

io
n 

pl
an

 f
or

 d
is

se
m

in
at

io
n 

of
 th

e 
V

T
C

 o
pe

ra
ti

ng
 m

od
el

 w
il

l b
e 

pr
ep

ar
ed

 b
y 

th
e 

co
m

pl
et

io
n 

of
 th

e 
te

ch
ni

ca
l 

co
op

er
at

io
n.

 
+

 

－　－81



N
ar

ra
ti

ve
 

S
um

m
ar

y 
O

bj
ec

ti
ve

ly
 V

er
if

ia
bl

e 
In

di
ca

to
rs

 
R

es
ul

ts
 

R
em

ar
k1  

tr
ai

ni
ng

 c
en

tr
es

 
2.

 T
he

 m
od

el
 

tr
ai

ni
ng

 c
en

tr
es

 
ca

n 
pl

an
 a

nd
 

im
pl

em
en

t 
tr

ai
ni

ng
 th

at
 

re
fl

ec
ts

 th
e 

ne
ed

s 
of

 lo
ca

l 
in

du
st

ry
. 

2.
1 

L
ev

el
 o

f 
un

de
rs

ta
nd

in
g 

by
 

in
st

ru
ct

or
s 

an
d 

ot
he

r 
st

af
f 

of
 m

od
el

 
tr

ai
ni

ng
 c

en
tr

es
 o

n 
tr

ai
ni

ng
 m

an
ag

em
en

t 
cy

cl
e 

in
cr

ea
se

s.
 

2.
1 

T
he

 V
T

C
 o

pe
ra

ti
ng

 m
od

el
 is

 in
 p

ro
ce

ss
 o

f 
di

ss
em

in
at

io
n 

to
 a

ll
 V

T
Is

. 
 T

he
 f

ol
lo

w
in

g 
is

 th
e 

su
rv

ey
 o

n 
th

e 
ac

hi
ev

em
en

t o
f 

th
e 

P
ro

je
ct

 a
sk

in
g 

to
 tr

ai
ne

es
 o

f 
Je

ra
sh

, A
qa

ba
, a

nd
 T

T
I.

  
 

T
ab

le
 5

 U
n

d
er

st
an

d
in

g 
of

 T
M

C
 

Q
ue

st
io

n 
B

as
el

in
e 

(n
=

13
) 

P
os

t-
T

ra
in

in
g 

(n
=

13
) 

Y
es

 
Y

es
 a

nd
 

N
o 

N
o 

Y
es

 
Y

es
 a

nd
 

N
o 

N
o 

I 
un

de
rs

ta
nd

 th
e 

ne
ce

ss
it

y 
of

 th
e 

tr
ai

ni
ng

 p
ro

gr
am

m
em

e 
ba

se
d 

on
 

th
e 

lo
ca

l m
ar

ke
t 

8 
7 

6 
21

 
0 

0 

I 
un

de
rs

ta
nd

 th
e 

ne
ce

ss
it

y 
of

 th
e 

m
id

dl
e 

le
ve

l m
an

ag
er

s 
3 

3 
15

 
20

 
1 

0 
 

+
 

 
 

T
he

 S
ki

ll
 C

om
pe

ti
ti

on
 a

nd
 te

ac
hi

ng
 m

at
er

ia
l c

on
te

st
, o

rg
an

is
ed

 s
in

ce
 th

e 
la

un
ch

 o
f 

th
e 

P
ro

je
ct

, i
s 

an
ot

he
r 

in
di

ca
ti

on
 f

or
 im

pr
ov

em
en

t o
f 

th
e 

ca
pa

ci
ty

 o
f 

in
st

ru
ct

or
s 

an
d 

an
d 

th
e 

sk
il

ls
 o

f 
th

e 
tr

ai
ne

es
 . 

T
 T

he
 p

ur
po

se
 o

f 
th

es
e 

co
m

pe
ti

ti
on

s 
is

 to
 p

ro
vi

de
 c

le
ar

 o
bj

ec
ti

ve
s 

fo
r 

tr
ai

ne
es

, a
nd

 to
 im

pr
ov

e 
th

e 
im

ag
e 

of
 V

T
C

. 
 

 
T

ab
le

 6
 S

ki
ll

s 
C

om
p

et
it

io
n

 

 
V

en
ue

 
D

at
es

 
S

ki
ll

 A
re

as
 

N
o.

 
C

tr
s 

N
o 

of
 

P
ar

ti
ci

pa
nt

s 

1 
E

in
 A

l-
B

as
ha

 V
T

C
 

20
07

/7
/2

3-
26

 
5 

C
ar

pe
nt

ry
, M

/F
ab

ri
ca

ti
on

, 
W

el
di

ng
, C

os
m

et
ic

s 
11

 
62

 

2 
Je

ra
sh

 V
T

C
 

20
08

/6
/2

2-
26

 
7 

M
/F

ab
ri

ca
ti

on
, W

el
di

ng
, 

H
.W

ir
in

g,
 C

os
m

et
ic

s,
 B

ar
be

r,
 

P
lu

m
bi

ng
, T

ai
lo

ri
ng

 
28

 
14

7 

3 
E

in
 A

l-
B

as
ha

 V
T

C
 

20
09

/5
/1

0-
14

 
11

 

M
/F

ab
ri

ca
ti

on
, W

el
di

ng
, 

H
.W

ir
in

g,
 C

os
m

et
ic

s,
 B

ar
be

r,
 

P
lu

m
bi

ng
, T

ai
lo

ri
ng

, 
C

ar
pe

nt
ry

, T
ur

ne
ry

, 
C

on
fe

ct
io

na
ry

, P
ai

nt
in

g 

45
 

15
0 

  
 

+
 

 
2.

2 
A

ch
ie

ve
m

en
t o

f 
pi

lo
t 

tr
ai

ni
ng

 p
ro

gr
am

m
es

 
is

 m
or

e 
th

an
 9

0%
  

ac
co

rd
in

g 
to

 th
e 

de
si

gn
ed

 tr
ai

ni
ng

 
pl

an
 

2.
2 

A
ll 

of
 in

iti
al

 s
ix

 (
6)

 p
ilo

t t
ra

in
in

g 
pr

og
ra

m
m

es
 a

t t
hr

ee
 (

3)
 m

od
el

 tr
ai

ni
ng

 c
en

tr
es

 w
er

e 
ad

op
te

d 
as

 p
la

nn
ed

 
(1

00
%

 o
f 

ac
hi

ev
em

en
t)

. 1
5 

ad
di

ti
on

al
 p

ro
gr

am
m

es
 a

t s
ix

 (
6)

 m
or

e 
V

T
Is

 b
eg

un
 to

 a
do

pt
 th

e 
C

U
D

B
A

S
 

te
ch

ni
qu

es
 a

nd
 T

M
C

. 
 

+
 

－　－82



N
ar

ra
ti

ve
 

S
um

m
ar

y 
O

bj
ec

ti
ve

ly
 V

er
if

ia
bl

e 
In

di
ca

to
rs

 
R

es
ul

ts
 

R
em

ar
k1  

 
2.

3 
Fr

eq
ue

nc
y 

of
 

in
sp

ec
ti

on
 a

nd
 ti

m
es

 
of

 f
ol

lo
w

-u
p 

of
 

tr
ai

ni
ng

 e
va

lu
at

io
n 

2.
3 

A
cc

or
di

ng
 to

 th
e 

by
la

w
s 

of
 V

T
C

, i
ns

pe
ct

io
n 

an
d 

fo
ll

ow
-u

p 
is

 c
ar

ri
ed

 o
ut

 r
eg

ul
ar

ly
. I

ss
ue

s 
an

d 
pr

ob
le

m
s 

co
nc

er
ni

ng
 th

e 
re

gu
la

r 
op

er
at

io
n 

ar
e 

re
po

rt
ed

 d
ai

ly
 to

 th
e 

di
re

ct
or

 o
f 

V
T

Is
. T

he
 r

ec
or

d 
of

 in
sp

ec
ti

on
 a

nd
 

ne
ce

ss
ar

y 
fo

ll
ow

-u
p 

is
 r

ep
or

te
d 

to
 V

T
C

 H
ea

dq
ua

rt
er

s 
th

ro
ug

h 
di

re
ct

or
s 

of
 V

T
Is

 v
ia

 r
eg

io
na

l o
ff

ic
es

. 
 

+
 

3.
 T

he
 m

od
el

 
tr

ai
ni

ng
 c

en
tr

es
 

w
il

l a
cc

um
ul

at
e 

kn
ow

le
dg

e 
on

 
th

e 
tr

ai
ni

ng
 

m
an

ag
em

en
t. 

3.
1 

L
ev

el
 o

f 
un

de
rs

ta
nd

in
g 

by
 

di
re

ct
or

 a
nd

 o
th

er
 

st
af

f 
of

 m
od

el
 

tr
ai

ni
ng

 c
en

tr
es

 o
n 

op
er

at
io

na
l 

m
an

ag
em

en
t 

in
cr

ea
se

s.
 

3.
1 

T
he

 f
ol

lo
w

in
g 

is
 th

e 
su

rv
ey

 o
n 

th
e 

ac
hi

ev
em

en
t o

f 
th

e 
P

ro
je

ct
 a

sk
in

g 
to

 tr
ai

ne
es

 o
f 

Je
ra

sh
, A

qa
ba

 a
nd

 T
T

I.
 

 
T

ab
le

 6
 U

n
d

er
st

an
d

in
g 

ab
ou

t 
C

u
rr

ic
u

lu
m

 D
ev

el
op

m
en

t 

Q
ue

st
io

n 
B

as
el

in
e 

(n
=

21
) 

P
os

t-
T

ra
in

in
g 

(n
=

21
) 

Y
es

 
Y

es
 a

nd
 

N
o 

N
o 

Y
es

 
Y

es
 a

nd
 

N
o 

N
o 

I 
un

de
rs

ta
nd

 th
e 

m
et

ho
d 

fo
r 

cu
rr

ic
ul

um
 d

ev
el

op
m

en
t 

3 
5 

13
 

20
 

1 
0 

H
ow

 d
o 

yo
u 

ev
al

ua
te

 J
IC

A
 

pr
oj

ec
t, 

su
cc

es
sf

ul
 o

r 
no

t?
 

n/
a 

n/
a 

n/
a 

14
3  

1 
0 

D
o 

yo
u 

th
in

k 
th

e 
th

in
gs

 a
cq

ui
re

d 
th

ro
ug

h 
JI

C
A

 p
ro

je
ct

 s
ha

ll 
be

 
sp

re
ad

 to
 o

th
er

 c
en

tr
e?

 
n/

a 
n/

a 
n/

a 
20

 
1 

0 

 T
he

 r
es

ul
t s

ho
w

s 
th

at
 th

e 
un

de
rs

ta
nd

in
g 

as
 w

el
l a

s 
sa

ti
sf

ac
ti

on
 o

f 
th

e 
pr

oj
ec

t i
s 

hi
gh

er
 c

om
pa

re
 to

 th
e 

ba
se

li
ne

. T
he

 tr
ai

ne
es

 th
in

k 
th

at
 d

is
se

m
in

at
io

n 
is

 im
po

rt
an

t. 
 

 N
um

be
r 

of
 c

ur
ri

cu
lu

m
 d

ev
el

op
ed

 u
si

ng
 th

e 
C

U
D

B
A

S
 te

ch
ni

qu
es

 in
cr

ea
se

d 
fr

om
 s

ix
 (

6)
 a

t t
he

 in
it

ia
l t

ar
ge

t t
o 

cu
rr

en
t 2

1.
  

T
hi

s 
is

 a
no

th
er

 in
di

ca
to

r 
of

 th
e 

le
ve

l o
f 

un
de

rs
ta

nd
in

g 
by

 d
ir

ec
to

rs
 a

nd
 s

ta
ff

 o
f 

m
od

el
 tr

ai
ni

ng
 

ce
nt

re
s.

 C
ur

re
nt

ly
, o

ne
 in

st
ru

ct
or

 is
 r

es
po

ns
ib

le
 e

ac
h 

pr
og

ra
m

m
e 

ta
ug

ht
 in

 V
T

C
. T

he
 in

st
ru

ct
or

s 
ad

op
ti

ng
 th

e 
m

et
ho

d 
in

cr
ea

se
d 

by
 2

1.
 (

se
e 

T
ab

le
 1

) 
 

 N
ot

e 
th

at
 V

T
C

 A
qa

ba
 h

as
 n

ot
 e

xp
an

de
d 

th
e 

pr
og

ra
m

m
es

 a
do

pt
in

g 
th

e 
V

T
C

 o
pe

ra
ti

ng
 m

od
el

 o
th

er
 th

an
 th

e 
tw

o 
(2

) 
ta

rg
et

 p
ro

gr
am

m
es

, d
ue

 to
 th

e 
la

ck
 o

f 
cl

ar
it

y 
in

 V
T

C
 o

pe
ra

ti
on

 d
ir

ec
te

d 
by

 th
e 

he
ad

qu
ar

te
rs

Q
4 . 

 
 M

id
dl

e-
le

ve
l m

an
ag

er
s 

w
ho

 ta
ke

 r
es

po
ns

ib
il

it
ie

s 
of

 a
dm

in
is

tr
at

io
n,

 d
ev

el
op

m
en

t a
nd

 a
ss

is
ta

nc
e 

an
d 

tr
ai

ni
ng

, 
ar

e 
as

si
gn

ed
 a

t t
he

 th
re

e 
m

od
el

 tr
ai

ni
ng

 c
en

tr
es

 f
or

 im
pr

ov
em

en
t o

f 
th

e 
ce

nt
re

 m
an

ag
em

en
t. 

 
 

T
ab

le
 7

. L
is

t 
of

 M
id

 L
ev

el
 M

an
ge

rs
 

 
A

dm
in

i-
 s

tr
at

io
n 

U
ni

t 
D

ev
el

op
m

en
t a

nd
 

A
ss

is
ta

nc
e 

U
ni

t 
T

ra
in

in
g 

U
ni

t 

Je
ra

sh
 

S
am

ee
r 

O
be

id
at

 
A

be
da

lr
ah

m
an

 Z
aa

re
er

 

+
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
3  A

ns
w

er
 to

 th
is

 q
ue

st
io

n 
at

 A
qa

ba
 w

as
 r

es
po

nd
ed

 a
s 

“t
hr

ou
gh

 th
e 

sa
ti

sf
ac

tio
n 

of
 e

m
pl

oy
er

s,
 th

e 
nu

m
be

r 
of

 g
ra

du
at

es
 a

nd
 n

um
be

r 
of

 w
or

ke
rs

”.
  

4  R
el

oc
at

io
n 

of
 V

T
C

 a
nd

 r
es

tr
uc

tu
ri

ng
 o

f 
th

e 
pr

og
ra

m
m

es
 w

er
e 

su
gg

es
te

d 
fr

om
 th

e 
H

ea
rd

qu
ar

te
rs

 a
nd

 la
te

r 
po

st
po

ne
d.

 It
 w

as
 d

if
fi

cu
lt 

to
 d

ev
el

op
 b

ey
on

d 
th

e 
ta

rg
et

. 
 

－　－83



N
ar

ra
ti

ve
 

S
um

m
ar

y 
O

bj
ec

ti
ve

ly
 V

er
if

ia
bl

e 
In

di
ca

to
rs

 
R

es
ul

ts
 

R
em

ar
k1  

T
T

I 
R

as
m

i M
oh

am
m

ad
 

A
li

ss
a 

M
oh

am
m

ad
 A

l-
sa

ye
d 

K
al

af
 M

us
ta

fa
 K

ha
li

fa
 

A
qa

ba
 

Ib
ra

hi
m

 A
l-

qu
ra

an
 

M
oh

am
m

ad
 A

l-
aq

ra
ba

w
i 

D
uh

m
an

 J
ab

er
 

 T
he

 p
ur

po
se

 o
f 

th
e 

or
ga

ni
sa

ti
on

al
 r

ef
or

m
 in

cl
ud

in
g 

es
ta

bl
is

hm
en

t o
f 

m
id

dl
e-

le
ve

l m
an

ag
er

s 
is

 (
1)

 to
 f

ac
il

it
at

e 
sy

st
em

at
ic

 m
an

ag
em

en
t i

n 
V

T
I,

 (
2)

 to
 d

is
tr

ib
ut

e 
ev

en
ly

 th
e 

ce
nt

re
 ta

sk
s 

an
d 

du
ti

es
, (

3)
 to

 e
nh

an
ce

 li
nk

s 
to

 th
e 

pr
iv

at
e 

se
ct

or
, a

nd
 (

4)
 to

 e
nf

or
ce

 e
ff

ec
ti

ve
 tr

ai
ni

ng
 th

ro
ug

h 
cl

ar
it

y 
of

 r
ol

es
 a

nd
 r

es
po

ns
ib

il
it

ie
s.

 A
ll

 c
en

tr
es

 
no

w
 r

ec
og

ni
ze

 a
nd

 a
ck

no
w

le
dg

e 
th

e 
ef

fe
ct

 o
f 

th
e 

or
ga

ni
sa

ti
on

al
 c

ha
ng

e,
 a

nd
 s

up
po

rt
 th

e 
ch

an
ge

 (
se

e 
T

ab
le

 6
).

  
 

 
3.

2 
A

va
il

ab
il

it
y 

of
 

tr
ai

ni
ng

 s
em

in
ar

 / 
w

or
ks

ho
p 

fo
r 

st
af

f 
m

em
be

rs
 o

n 
th

e 
tr

ai
ni

ng
 m

an
ag

em
en

t 
 

In
 th

e 
co

ur
se

 o
f 

th
e 

P
ro

je
ct

 th
e 

fo
ll

ow
in

g 
se

m
in

ar
s/

 w
or

ks
ho

p 
ar

e 
ca

rr
ie

d 
ou

t. 
 

 
T

ab
le

 8
 L

is
t 

of
 S

el
ec

te
d

 S
em

in
ar

s 
an

d
 W

or
ks

h
op

s 

D
at

e 
A

ge
nd

a 
D

es
cr

ip
ti

on
 

P
ar

ti
ci

pa
nt

s 
N

o.
 

P
la ce

 
20

06
.1

2.
4 

O
ut

li
ne

 o
f 

V
oc

at
io

na
l T

ra
in

in
g 

1.
 J

ap
an

es
e 

vo
ca

tio
na

l 
tr

ai
ni

ng
 s

ys
te

m
 a

nd
 

vo
ca

tio
na

l t
ra

in
in

g 
ce

nt
re

 
m

an
ag

em
en

t 
2.

 O
ut

lin
e 

of
 m

an
ag

em
en

t 
an

d 
ad

m
in

is
tr

at
io

n 
pr

oc
es

s 
3.

 Q
ua

li
fi

ca
ti

on
 s

ys
te

m
 in

 
Ja

pa
n 

4.
 M

an
ag

em
en

t o
f 

vo
ca

tio
na

l t
ra

in
in

g 
ce

nt
re

 
an

d 
tr

ai
ne

rs
 a

ss
ig

nm
en

t 
  

1.
 D

ir
ec

to
r 

of
 m

od
el

 tr
ai

ni
ng

 c
en

tr
e 

2.
 I

ns
tr

uc
to

rs
 

3.
 A

dm
in

is
tr

at
iv

e 
st

af
f 

of
 m

od
el

 
tr

ai
ni

ng
 c

en
tr

e 
4.

 S
ta

ff
 o

f 
re

gi
on

al
 o

ff
ic

e 
5.

 S
ta

ff
 o

f 
V

T
C

 h
ea

dq
ua

rt
er

s 
6.

 J
ap

an
es

e 
vo

lu
nt

ee
rs

 
7.

 J
IC

A
 e

xp
er

ts
 

14
 

T
T

I 

20
06

.1
2.

5 
C

ur
ri

cu
lu

m
 

de
ve

lo
pm

en
t 

m
et

ho
d 

C
ur

ri
cu

lu
m

 d
ev

el
op

m
en

t 
m

et
ho

d 
by

 a
 M

et
ho

d 
of

 
C

ur
ri

cu
lu

m
 D

ev
el

op
m

en
t 

B
as

ed
 o

n 
A

bi
li

ty
 S

tr
uc

tu
re

  

1.
 D

ir
ec

to
r 

of
 m

od
el

 tr
ai

ni
ng

 c
en

tr
e 

2.
 I

ns
tr

uc
to

rs
 

3.
 A

dm
in

is
tr

at
iv

e 
st

af
f 

of
 m

od
el

 
tr

ai
ni

ng
 c

en
tr

e 
4.

 S
ta

ff
 o

f 
re

gi
on

al
 o

ff
ic

e 
5.

 S
ta

ff
 o

f 
V

T
C

 h
ea

dq
ua

rt
er

s 
6.

 J
ap

an
es

e 
vo

lu
nt

ee
rs

 
7.

 J
IC

A
 e

xp
er

ts
 

8 
T

T
I 

20
06

.1
2.

10
 

O
ut

li
ne

 o
f 

V
oc

at
io

na
l T

ra
in

in
g 

1.
 J

ap
an

es
e 

vo
ca

tio
na

l 
tr

ai
ni

ng
 s

ys
te

m
 a

nd
 

vo
ca

tio
na

l t
ra

in
in

g 
ce

nt
re

 
m

an
ag

em
en

t 
2.

 O
ut

lin
e 

of
 m

an
ag

em
en

t 
an

d 
ad

m
in

is
tr

at
io

n 
pr

oc
es

s 
3.

 Q
ua

li
fi

ca
ti

on
 s

ys
te

m
 in

 
Ja

pa
n 

4.
 M

an
ag

em
en

t o
f 

vo
ca

tio
na

l t
ra

in
in

g 
ce

nt
re

 
an

d 
tr

ai
ne

rs
 a

ss
ig

nm
en

t 
  

1.
 D

ir
ec

to
r 

of
 m

od
el

 tr
ai

ni
ng

 c
en

tr
e 

2.
 I

ns
tr

uc
to

rs
 

3.
 A

dm
in

is
tr

at
iv

e 
st

af
f 

of
 m

od
el

 
tr

ai
ni

ng
 c

en
tr

e 
4.

 S
ta

ff
 o

f 
re

gi
on

al
 o

ff
ic

e 
5.

 S
ta

ff
 o

f 
V

T
C

 h
ea

dq
ua

rt
er

s 
6.

 J
ap

an
es

e 
vo

lu
nt

ee
rs

 
7.

 J
IC

A
 e

xp
er

ts
 

12
 

A
qa

ba
 

 

+
 

－　－84



N
ar

ra
ti

ve
 

S
um

m
ar

y 
O

bj
ec

ti
ve

ly
 V

er
if

ia
bl

e 
In

di
ca

to
rs

 
R

es
ul

ts
 

R
em

ar
k1  

 
 

20
06

.1
2.

11
 

C
ur

ri
cu

lu
m

 
de

ve
lo

pm
en

t 
m

et
ho

d 

C
ur

ri
cu

lu
m

 d
ev

el
op

m
en

t 
m

et
ho

d 
by

 a
 M

et
ho

d 
of

 
C

ur
ri

cu
lu

m
 D

ev
el

op
m

en
t 

B
as

ed
 o

n 
A

bi
li

ty
 S

tr
uc

tu
re

  

1.
 D

ir
ec

to
r 

of
 m

od
el

 tr
ai

ni
ng

 c
en

tr
e 

2.
 I

ns
tr

uc
to

rs
 

3.
 A

dm
in

is
tr

at
iv

e 
st

af
f 

of
 m

od
el

 
tr

ai
ni

ng
 c

en
tr

e 
4.

 S
ta

ff
 o

f 
re

gi
on

al
 o

ff
ic

e 
5.

 S
ta

ff
 o

f 
V

T
C

 h
ea

dq
ua

rt
er

s 
6.

 J
ap

an
es

e 
vo

lu
nt

ee
rs

 
7.

 J
IC

A
 e

xp
er

ts
 

13
 

A
qa

ba
 

20
06

.1
2.

23
 

O
ut

li
ne

 o
f 

V
oc

at
io

na
l T

ra
in

in
g 

1.
 J

ap
an

es
e 

vo
ca

tio
na

l 
tr

ai
ni

ng
 s

ys
te

m
 a

nd
 

vo
ca

tio
na

l t
ra

in
in

g 
ce

nt
re

 
m

an
ag

em
en

t 
2.

 O
ut

lin
e 

of
 m

an
ag

em
en

t 
an

d 
ad

m
in

is
tr

at
io

n 
pr

oc
es

s 
3.

 Q
ua

li
fi

ca
ti

on
 s

ys
te

m
 in

 
Ja

pa
n 

4.
 M

an
ag

em
en

t o
f 

vo
ca

tio
na

l t
ra

in
in

g 
ce

nt
re

 
an

d 
tr

ai
ne

rs
 a

ss
ig

nm
en

t 
  

1.
 D

ir
ec

to
r 

of
 m

od
el

 tr
ai

ni
ng

 c
en

tr
e 

2.
 I

ns
tr

uc
to

rs
 

3.
 A

dm
in

is
tr

at
iv

e 
st

af
f 

of
 m

od
el

 
tr

ai
ni

ng
 c

en
tr

e 
4.

 S
ta

ff
 o

f 
re

gi
on

al
 o

ff
ic

e 
5.

 S
ta

ff
 o

f 
V

T
C

 h
ea

dq
ua

rt
er

s 
6.

 J
ap

an
es

e 
vo

lu
nt

ee
rs

 
7.

 J
IC

A
 e

xp
er

ts
 

10
 

Je
ra

sh
 

 

 

 
3.

3 
U

se
 o

f 
m

an
ua

l f
or

 
im

pr
ov

em
en

t o
f 

th
e 

tr
ai

ni
ng

 c
en

tr
e 

op
er

at
io

n 

3.
3 

T
he

 f
ol

lo
w

in
g 

m
an

ua
ls

 a
nd

 g
ui

de
li

ne
s 

ha
ve

 b
ee

n 
pr

ep
ar

ed
 o

r 
un

de
r 

pr
ep

ar
at

io
n 

an
d 

di
st

ri
bu

te
d 

to
 V

T
C

 
fo

r 
us

e.
  

 
T

ab
le

 9
 L

is
t 

of
 S

el
ec

te
d

 M
an

u
al

s 
an

d
 G

u
id

el
in

es
 

M
an

ua
ls

 
G

ui
de

li
ne

s 
C

U
D

B
A

S
 m

an
ua

l 
V

oc
at

io
na

l T
ra

in
in

g 
In

st
ru

ct
or

s’
 G

ui
de

 
T

M
C

 M
an

ua
l 

Fo
rm

s 
fo

r 
C

U
D

B
A

S
 

T
ra

in
in

g 
M

an
ua

l f
or

 M
id

dl
e 

M
an

ag
er

s 
G

ui
de

li
ne

 f
or

 J
ob

 S
he

et
  

 T
ra

in
in

g 
fo

r 
th

e 
m

id
dl

e 
le

ve
l m

an
ag

er
s 

is
 o

n-
go

in
g.

 A
s 

a 
re

su
lt 

of
 th

e 
co

m
pl

et
io

n 
of

 th
e 

m
an

ua
ls

 a
nd

 
di

ss
em

in
at

io
n,

 2
1 

cu
rr

ic
ul

um
s 

w
er

e 
co

m
pl

et
ed

 a
nd

 u
se

d.
  

+
 

 
3.

3.
1 

St
af

f 
m

an
ag

em
en

t 
(s

it
ua

ti
on

 o
f 

th
e 

w
or

k 
pe

rf
or

m
an

ce
 o

f 
st

af
f 

m
em

be
rs

 a
nd

 
si

tu
at

io
n 

of
 th

e 
in

-h
ou

se
 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

at
 th

e 
V

T
C

, e
tc

.)
 

3.
3.

1 
T

ra
in

in
g 

M
an

ua
l f

or
 M

id
dl

e 
M

an
ag

er
s,

 S
ta

ff
 M

an
ag

em
en

t M
an

ua
l w

er
e 

pr
ep

ar
ed

. I
nv

iti
ng

 a
ll

 c
en

tr
e 

st
af

f 
m

em
be

rs
, D

ev
el

op
m

en
t a

nd
 A

ss
is

ta
nc

e 
U

ni
t o

rg
an

is
es

 c
en

tr
e 

ad
m

in
is

tr
at

io
n 

m
ee

ti
ng

 tw
ic

e 
a 

ye
ar

. T
he

 
pu

rp
os

e 
of

 th
e 

m
ee

ti
ng

 is
 to

 r
ei

nf
or

ce
 u

nd
er

st
an

di
ng

 o
f 

al
l s

ta
ff

 m
em

be
rs

 o
n 

lo
ca

l t
ra

in
in

g 
ne

ed
s,

 a
nd

 
pa

rt
ne

rs
hi

p 
w

it
h 

th
e 

pr
iv

at
e 

se
ct

or
. 

 
 A

ll
 s

ta
ff

 m
ee

ti
ng

 is
 h

el
d 

on
ce

 a
 m

on
th

 to
 d

is
cu

ss
 th

e 
cu

rr
en

t t
op

ic
s 

on
 th

e 
ce

nt
re

. D
ec

is
io

n 
m

ad
e 

at
 th

e 
m

ee
ti

ng
 is

 r
ep

or
te

d 
to

 th
e 

re
gi

on
al

 o
ff

ic
e.

  
 In

fo
rm

at
io

n 
on

 in
st

ru
ct

or
 m

an
ag

em
en

t i
s 

in
cl

ud
ed

 in
 th

e 
da

ta
ba

se
. 

 
 U

nd
er

 th
e 

th
re

e 
un

it
s 

(a
dm

in
is

tr
at

io
n,

 d
ev

el
op

m
en

t a
nd

 a
ss

is
ta

nc
e,

 a
nd

 tr
ai

ni
ng

),
 s

ub
-c

om
m

it
te

es
 a

re
 

es
ta

bl
is

he
d.

 T
he

se
 c

om
m

itt
ee

s 
ar

e 
m

ea
ns

 to
 o

ve
rs

ee
 d

ay
-t

o-
da

y 
op

er
at

io
n 

of
 V

T
C

. 
 

+
 

－　－85



N
ar

ra
ti

ve
 

S
um

m
ar

y 
O

bj
ec

ti
ve

ly
 V

er
if

ia
bl

e 
In

di
ca

to
rs

 
R

es
ul

ts
 

R
em

ar
k1  

 
 

 
T

ab
le

 1
0 

E
xa

m
p

le
s 

of
 t

h
e 

C
om

m
it

te
e 

E
st

ab
li

sh
ed

 in
 t

h
e 

m
od

el
 t

ra
in

in
g 

ce
n

tr
es

 
U

ni
t 

Su
bc

om
m

it
te

es
 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

M
ai

nt
en

an
ce

 C
om

m
it

te
e 

D
ev

el
op

m
en

t a
nd

 A
ss

is
ta

nc
e 

C
ur

ri
cu

lu
m

 C
om

m
it

te
e 

P
la

nn
in

g 
C

om
m

it
te

e 
A

dm
is

si
on

 C
om

m
itt

ee
 

T
ra

in
in

g 
M

on
ito

ri
ng

 C
om

m
it

te
e 

 
A

lo
ng

 w
it

h 
or

ga
ni

si
ng

 th
e 

al
l s

ta
ff

 m
ee

ti
ng

, e
st

ab
li

sh
m

en
t o

f 
th

es
e 

co
m

m
it

te
es

 a
re

 in
it

ia
te

d 
by

 th
e 

di
re

ct
or

s 
an

d 
m

id
dl

e 
le

ve
l m

an
ag

er
s 

to
 e

nh
an

ce
 th

e 
bo

tto
m

-u
p 

ap
pr

oa
ch

es
 to

 m
ak

e 
de

ci
si

on
s 

di
re

ct
ly

 a
ss

oc
ia

te
d 

w
it

h 
re

gu
la

r 
op

er
at

io
n.

 

 

 
3.

3.
2 

F
ac

il
it

y 
an

d 
eq

ui
pm

en
t 

m
an

ag
em

en
t 

(s
it

ua
ti

on
 o

f 
th

e 
eq

ui
pm

en
t 

m
ai

nt
en

an
ce

 a
nd

 
si

tu
at

io
n 

of
 th

e 
or

de
ri

ng
 a

nd
 

m
an

ag
em

en
t o

f 
m

at
er

ia
ls

, e
tc

.)
 

3.
3.

2 
E

qu
ip

m
en

t m
ai

nt
en

an
ce

 m
an

ua
l w

as
 p

re
pa

re
d 

an
d 

in
te

gr
at

ed
 to

 th
e 

ex
is

ti
ng

 m
ai

nt
en

an
ce

 p
ro

ce
du

re
s.

 
M

ai
nt

en
an

ce
 C

om
m

it
te

e 
is

 o
rg

an
is

ed
 a

t t
he

 m
od

el
 tr

ai
ni

ng
 c

en
tr

es
. I

t t
ak

es
 o

ve
ra

ll
 r

es
po

ns
ib

il
it

y 
of

 
m

ai
nt

en
an

ce
 o

f 
fa

ci
li

ti
es

 a
nd

 e
qu

ip
m

en
t. 

T
he

 c
om

m
it

te
e 

co
nv

en
es

 m
ee

ti
ng

s 
as

 n
ec

es
sa

ry
. 

 
 

+
 

 
3.

3.
3 

T
ra

in
ee

 m
an

ag
em

en
t 

(s
it

ua
ti

on
 o

f 
th

e 
m

an
ag

em
en

t o
f 

tr
ai

ne
e 

pr
og

re
ss

 a
nd

 
si

tu
at

io
n 

of
 th

e 
em

pl
oy

m
en

t 
as

si
st

an
ce

 f
or

 
gr

ad
ua

te
s,

 e
tc

.)
 

3.
3.

3 
T

ra
in

in
g 

m
an

ag
em

en
t 

w
as

 
re

vi
ew

ed
 

an
d 

im
pr

ov
ed

. 
W

it
h 

th
e 

co
m

pl
et

io
n 

of
 

th
e 

da
ta

ba
se

, 
th

es
e 

pa
pe

r-
ba

se
d 

fi
le

s 
ar

e 
in

te
gr

at
ed

 to
 o

th
er

 in
fo

rm
at

io
n.

  
 A

dm
in

is
tr

at
io

n 
C

om
m

it
te

e 
is

 e
st

ab
li

sh
ed

 a
nd

 h
el

d 
as

 n
ec

es
si

ti
es

 a
ri

se
, 

to
 d

is
cu

ss
 i

ss
ue

s 
su

ch
 a

s 
bu

dg
et

, 
fa

ci
li

ty
, r

eg
is

tr
at

io
n,

 a
dm

is
si

on
, e

m
pl

oy
m

en
t o

f 
tr

ai
ne

es
, e

tc
. 

 

+
 

 
3.

3.
4 

Sa
fe

ty
 m

an
ag

em
en

t 
(l

ev
el

 o
f 

un
de

rs
ta

nd
in

g 
of

 th
e 

re
le

va
nt

 la
w

s 
an

d 
re

gu
la

ti
on

s 
an

d 
si

tu
at

io
n 

of
 

ob
se

rv
an

ce
, e

tc
.)

 

3.
3.

4 
O

cc
up

at
io

na
l 

he
al

th
 a

nd
 s

af
et

y 
is

 c
on

si
de

re
d 

on
e 

of
 t

he
 p

ri
or

it
ie

s.
 V

T
I 

po
st

s 
si

gn
s 

an
d 

po
st

er
s 

to
 r

ai
se

 
aw

ar
en

es
s 

on
 o

cc
up

at
io

na
l h

ea
lt

h.
 

 
+

 

－　－86



N
ar

ra
ti

ve
 

S
um

m
ar

y 
O

bj
ec

ti
ve

ly
 V

er
if

ia
bl

e 
In

di
ca

to
rs

 
R

es
ul

ts
 

R
em

ar
k1  

 
3.

4 
N

um
be

r 
of

 
co

m
pa

ni
es

, w
he

re
 

in
vo

lv
e 

tr
ai

ni
ng

 
m

an
ag

em
en

t i
nc

re
as

e 
fr

om
 1

0 
to

 2
5 

3.
4 

P
ri

va
te

 s
ec

to
r 

re
pr

es
en

ta
ti

ve
s 

in
vo

lv
e 

tr
ai

ni
ng

 m
an

ag
em

en
t i

n 
a 

va
ri

et
y 

of
 o

pp
or

tu
ni

ti
es

: 
 F

or
 e

xa
m

pl
e,

 
th

e 
St

ee
ri

ng
 C

om
m

it
te

e 
co

ns
is

t o
f 

th
e 

re
pr

es
en

ta
ti

ve
s 

fr
om

 t
he

 lo
ca

l c
en

tr
e,

 th
e 

pr
iv

at
e 

se
ct

or
 a

nd
 

go
ve

rn
m

en
ta

l o
rg

an
is

at
io

ns
, w

er
e 

es
ta

bl
is

he
d 

to
 o

ve
rs

ee
 th

e 
ov

er
al

l i
m

pl
em

en
ta

ti
on

 o
f 

th
e 

tr
ai

ni
ng

 to
 m

ee
t 

w
it

h 
lo

ca
l n

ee
ds

. E
ac

h 
pr

og
ra

m
m

e 
as

si
gn

s 
th

re
e 

re
pr

es
en

ta
ti

ve
s 

fr
om

 th
e 

pr
iv

at
e 

se
ct

or
. T

ot
al

 o
f 

18
 

re
pr

es
en

ta
ti

ve
s 

(6
 *

 3
=

18
) 

pa
rt

ic
ip

at
e 

th
e 

co
m

m
it

te
e.

 
 S

up
po

rt
 to

 th
e 

S
ki

ll
 C

om
pe

ti
ti

on
 is

 a
no

th
er

 e
xa

m
pl

e.
 O

ve
r 

20
 c

om
pa

ni
es

 s
up

po
rt

 th
e 

ev
en

t t
hr

ou
gh

 p
ro

vi
di

ng
 

fi
na

nc
ia

l s
up

po
rt

, t
o 

pr
ov

id
e 

te
ch

ni
ca

l s
up

po
rt

, s
uc

h 
as

 d
is

pa
tc

hi
ng

 ju
dg

es
 a

nd
 p

an
el

s,
 e

tc
. 

+
 

4.
 V

T
C

 
H

ea
dq

ua
rt

er
s,

 
O

cc
up

at
io

na
l 

S
ec

to
r 

di
re

ct
or

at
e 

an
d 

R
eg

io
na

l 
D

ir
ec

to
ra

te
 

(M
id

dl
e,

 N
or

th
 

an
d 

S
ou

th
) 

ca
n 

co
nt

ro
l a

nd
 

m
on

it
or

 th
e 

m
od

el
 tr

ai
ni

ng
 

ce
nt

re
s.

 

4.
1 

A
va

il
ab

il
it

y 
an

d 
us

e 
of

 th
e 

m
on

it
or

in
g 

gu
id

el
in

e 
by

 V
T

C
 

H
ea

dq
ua

rt
er

s 
 

4.
1 

M
on

it
or

in
g 

gu
id

el
in

es
 f

or
 a

ss
is

ti
ng

 d
at

a 
in

pu
t 

w
er

e 
pr

ep
ar

ed
 a

nd
 c

om
pl

et
ed

. 
T

he
 g

ui
de

li
ne

s 
is

 f
or

 V
T

C
 

H
ea

rd
qu

ar
te

rs
 to

 in
st

ru
ct

 th
e 

V
T

Is
. M

on
it

or
in

g 
fo

rm
s 

co
ns

is
ti

ng
 o

f 
st

ud
en

t r
eg

is
tr

at
io

n,
 jo

b 
pl

ac
em

en
t, 

co
ur

se
 

gu
id

e,
 e

tc
 a

re
 a

ls
o 

pr
ep

ar
ed

. A
cc

or
di

ng
 V

T
C

 H
ea

rd
qu

ar
te

rs
, a

pp
ro

xi
m

at
el

y 
40

00
 s

tu
de

nt
 d

at
a 

is
 s

to
re

d 
in

 t
he

 
da

ta
ba

se
. 

 

+
 

 
4.

2 
Sa

ti
sf

ac
ti

on
 le

ve
l o

f 
st

af
f 

of
 m

od
el

 
tr

ai
ni

ng
 c

en
tr

es
 

re
ga

rd
in

g 
m

on
it

or
in

g 
an

d 
ev

al
ua

ti
on

 
sy

st
em

 

4.
2 

V
T

C
 H

ea
dq

ua
rt

er
s 

as
 w

el
l 

as
 t

he
 d

ir
ec

to
rs

 o
f 

V
T

Is
 a

re
 q

ui
te

 h
ap

py
 w

it
h 

th
e 

co
m

pl
et

io
n 

of
 t

he
 d

at
ab

as
e 

m
ak

in
g 

th
e 

st
ud

en
t 

da
ta

. I
n 

th
e 

pa
st

, a
 p

ap
er

-b
as

ed
 r

ep
or

ti
ng

 w
as

 d
if

fi
cu

lt
 a

nd
 n

ot
 e

ff
ic

ie
nt

 f
or

 d
at

a 
co

ll
ec

ti
on

 
an

d 
an

al
ys

is
. 

 
 

+
 

 
4.

3 
A

va
il

ab
il

it
y 

an
d 

us
e 

of
 th

e 
da

ta
ba

se
 f

or
 

th
e 

m
an

ag
em

en
t a

nd
 

m
on

it
or

in
g 

of
 th

e 
m

od
el

 tr
ai

ni
ng

 
ce

nt
re

s 

4.
3 

A
va

il
ab

il
it

y 
of

 d
at

a 
w

as
 s

ig
ni

fi
ca

nt
ly

 i
m

pr
ov

ed
. P

ro
ce

du
re

s 
to

 v
al

id
at

e 
th

e 
ac

cu
ra

cy
 o

f 
th

e 
da

ta
, h

ow
ev

er
, 

ne
ed

 t
o 

pr
ep

ar
e.

 I
n 

ad
di

tio
n,

 t
he

 m
et

ho
do

lo
gi

es
 f

or
 a

pp
ly

in
g 

th
e 

da
ta

 i
nt

o 
po

li
cy

-m
ak

in
g 

pr
oc

es
s 

sh
ou

ld
 b

e 
fu

rt
he

r 
de

ve
lo

pe
d.

 
+

 

    

－　－87



2.
 

E
va

lu
at

io
n

 G
ri

d
  

I.
 R

el
ev

an
ce

 

Q
ue

st
io

n
s 

fo
r 

E
va

lu
at

io
n

 
S

ou
rc

es
 o

f 
In

fo
rm

at
io

n
 

F
in

d
in

gs
 

M
ai

n
 

C
at

eg
or

ie
s 

S
u

b
 C

at
eg

or
ie

s 

1.
 A

cc
or

da
nc

e 

w
it

h 
so

ci
al

  

an
d 

ot
he

r 
ne

ed
s 

of
 J

or
da

n 

N
at

io
na

l 

de
ve

lo
pm

en
t 

po
li

ci
es

, e
tc

. 

In
te

rv
ie

w
 to

 V
T

C
 

R
ev

ie
w

 o
f 

th
e 

re
la

te
d 

po
li

ci
es

, 

et
c.

 

E
nh

an
ce

m
en

t 
of

 v
oc

at
io

na
l 

tr
ai

ni
ng

 t
ha

t 
m

ee
ts

 t
he

 n
ee

ds
 o

f 
th

e 
lo

ca
l 

la
bo

ur
 m

ar
ke

t 
is

 o
ne

 o
f 

pr
io

ri
ty

 

ar
ea

 o
f 

ov
er

al
l 

de
ve

lo
pm

en
t 

st
ra

te
gi

es
 i

n 
Jo

rd
an

. 
A

cc
or

di
ng

 t
o 

th
e 

“N
at

io
na

l 
A

ge
nd

a”
, 

th
e 

na
ti

on
al

 

de
ve

lo
pm

en
t 

pl
an

 f
or

 2
00

6 
to

 2
01

5,
 c

ar
ee

r 
de

ve
lo

pm
en

t 
an

d 
vo

ca
ti

on
al

 t
ra

in
in

g 
is

 o
ne

 o
f 

th
e 

im
po

rt
an

t 

is
su

es
 f

or
 n

at
io

na
l d

ev
el

op
m

en
t. 

 

T
ec

hn
ic

al
 a

nd
 

V
oc

at
io

na
l 

E
du

ca
ti

on
 a

nd
 

T
ra

in
in

g 
po

lic
ie

s 

In
te

rv
ie

w
 to

 V
T

C
 

E
-T

V
E

T
 p

ol
ic

y 

M
in

is
tr

y 
of

 L
ab

ou
r 

(M
O

L
) 

ha
s 

pr
ep

ar
ed

 E
m

pl
oy

m
en

t-
T

ec
hn

ic
al

 a
nd

 V
oc

at
io

na
l E

du
ca

ti
on

 a
nd

 T
ra

in
in

g 

(E
-T

V
E

T
) 

po
li

cy
 a

nd
 s

tr
at

eg
y 

w
as

 d
ev

el
op

ed
 i

n 
20

07
. 

A
cc

or
di

ng
 t

o 
th

e 
po

li
cy

, 
it

 h
ig

hl
ig

ht
s 

th
e 

im
po

rt
an

ce
 o

f 
vo

ca
ti

on
al

 t
ra

in
in

g 
fo

r 
fu

lf
il

li
ng

 t
he

 l
ab

ou
r 

m
ar

ke
t 

de
m

an
d.

 T
he

 S
tr

at
eg

ic
 P

la
n 

of
 M

O
L

 

pr
io

ri
ti

ze
s 

a 
st

ra
te

gy
 f

or
 r

ep
la

ci
ng

 f
or

ei
gn

 w
or

ke
rs

 b
y 

Jo
rd

an
ia

ns
. 

T
he

 m
in

is
tr

y 
im

po
se

s 
m

uc
h 

st
ri

ct
 

en
fo

rc
em

en
t t

hr
ou

gh
 ti

gh
t l

ab
ou

r 
pe

rm
is

si
on

 a
nd

 f
re

qu
en

t i
ns

pe
ct

io
n.

 

2.
 C

on
si

st
en

cy
 

of
 th

e 
pr

oj
ec

t 

ap
pr

oa
ch

 a
nd

 

T
V

E
T

 s
ys

te
m

 

in
 J

or
da

n 

In
st

ut
ut

io
na

l/
 

or
ga

ni
sa

tio
na

l i
ss

ue
s 

an
d 

th
e 

go
al

 &
 

pr
oj

ec
t p

ur
po

se
 o

f 

th
e 

P
ro

je
ct

 

In
te

rv
ie

w
 to

 V
T

C
 

E
-T

V
E

T
 p

ol
ic

y 

T
he

 a
pp

ro
ac

h 
of

 t
he

 t
ec

hn
ic

al
 c

oo
pe

ra
ti

on
 i

s 
in

 l
in

e 
w

it
h 

th
e 

ne
ed

s 
id

en
ti

fi
ed

 b
y 

V
T

C
. 

P
ar

ti
cu

la
rl

y 
th

e 

pr
oj

ec
t 

ai
m

s 
at

 
de

le
ga

ti
ng

 
th

e 
se

le
ct

ed
 

au
th

or
it

ie
s 

to
 

m
od

el
 

tr
ai

ni
ng

 
ce

nt
re

 
to

 
de

si
gn

, 
de

ve
lo

p,
 

im
pl

em
en

t 
an

d 
m

on
it

or
 t

he
 t

ra
in

in
g 

pr
og

ra
m

m
e.

 T
hi

s 
ap

pr
oa

ch
 i

s 
su

i 
ta

bl
e 

to
 e

nh
an

ce
 t

he
 c

ap
ac

it
y 

of
 

m
od

el
 tr

ai
ni

ng
 c

en
tr

es
 a

s 
w

el
l a

s 
ov

er
al

l c
ap

ac
it

y 
of

 V
T

C
 a

s 
a 

w
ho

le
 w

he
n 

th
e 

m
od

el
 is

 f
ul

ly
 u

ti
li

ze
d.

  
 

3.
 C

on
si

st
en

cy
 

w
it

h 
th

e 
O

D
A

 

po
li

cy
 o

f 
Ja

pa
n 

R
ol

li
ng

 p
la

n,
 e

tc
. 

R
ev

ie
w

 o
n 

th
e 

re
la

te
d 

po
li

cy
 

do
cu

m
en

ts
, e

tc
. 

Ja
pa

ne
se

 O
D

A
 p

ol
ic

y 
fo

r 
Jo

rd
an

 p
ut

s 
hi

gh
 p

ri
or

it
y 

on
 h

um
an

 r
es

ou
rc

es
 d

ev
el

op
m

en
t 

fo
r 

im
pr

ov
in

g 

so
ci

al
 s

tr
uc

tu
re

. 
A

cc
or

di
ng

 t
o 

th
e 

cu
rr

en
t 

ro
ll

in
g 

pl
an

 o
f 

JI
C

A
 t

o 
Jo

rd
an

, 
co

m
pr

eh
en

si
ve

 s
up

po
rt

 

in
cl

ud
in

g 
th

e 
te

ch
ni

ca
l a

ss
is

ta
nc

e 
to

 V
T

C
 h

as
 b

ee
n 

id
en

ti
fi

ed
 a

s 
on

e 
of

 p
ri

or
it

y 
ar

ea
s.

 

4.
 R

el
ev

an
ce

 o
f 

th
e 

ta
rg

et
 g

ro
up

 

se
le

ct
io

n 

C
ur

re
nt

 is
su

es
 o

f 
th

e 

tr
ai

ni
ng

 p
ro

gr
am

m
e,

 

et
c 

in
 J

or
da

n 

R
ev

ie
w

 o
f 

th
e 

pr
og

re
ss

 r
ep

or
t, 

ne
ed

s 
su

rv
ey

 

In
te

rv
ie

w
 to

 V
T

C
 

V
T

C
 is

 th
e 

go
ve

rn
m

en
ta

l a
rm

 o
f 

pr
ov

id
in

g 
T

ec
hn

ic
al

 V
oc

at
io

na
l E

du
ca

ti
on

 a
nd

 T
ra

in
in

g 
in

 J
or

da
n.

 T
he

 

pr
oj

ec
t s

el
ec

te
d 

th
re

e 
(3

) 
m

od
el

 tr
ai

ni
ng

 c
en

tr
es

 f
or

 p
il

ot
 s

it
e.

 T
he

y 
ar

e 
se

le
ct

ed
 b

as
ed

 o
n 

th
e 

nu
m

be
r 

of
 

en
ro

ll
m

en
t a

s 
w

el
l a

s 
ca

pa
ci

ty
 o

f 
st

af
f.

  

T
he

 b
as

el
in

e 
su

rv
ey

 c
on

du
ct

ed
 i

n 
20

07
 i

nd
ic

at
es

 t
ha

t 
th

e 
pr

og
ra

m
m

es
 s

el
ec

te
d 

ha
s 

hi
gh

er
 d

em
an

d 
an

d 

jo
b 

pr
os

pe
ct

s.
  

－　－88



II
. E

ff
ec

ti
ve

n
es

s 

Q
ue

st
io

n
s 

fo
r 

E
va

lu
at

io
n

 
S

ou
rc

es
 o

f 
In

fo
rm

at
io

n
 

F
in

d
in

gs
 

M
ai

n
 

C
at

eg
or

ie
s 

S
u

b
 C

at
eg

or
ie

s 

1.
 P

ro
je

ct
 

pu
rp

os
e 

ac
hi

ev
ed

? 

R
es

ul
t o

f 
th

e 

de
ve

lo
pm

en
t a

nd
 

us
e 

of
 th

e 
m

an
ua

l o
f 

tr
ai

ni
ng

 

m
an

ag
em

en
t c

yc
le

 

R
ev

ie
w

 o
f 

th
e 

pr
og

re
ss

 r
ep

or
t, 

 

In
te

rv
ie

w
 to

 V
T

C
 

an
d 

ex
pe

rt
s 

S
ee

 A
N

N
E

X
 3

.1
 

 

 T
he

 V
T

C
 o

pe
ra

ti
ng

 m
od

el
 i

nc
lu

di
ng

 t
he

 C
U

D
B

A
S

 t
ec

hn
iq

ue
s 

fo
r 

cu
rr

ic
ul

um
 d

ev
el

op
m

en
t 

an
d 

T
M

C
 

fo
r 

tr
ai

ni
ng

 m
an

ag
em

en
t w

as
 in

tr
od

uc
ed

 to
 th

e 
m

od
el

 tr
ai

ni
ng

 c
en

tr
es

 

C
ur

re
nt

 s
ta

te
 o

f 
th

e 

de
ve

lo
pm

en
t o

f 
ne

w
 

or
ga

ni
sa

tio
n 

ch
ar

t 

of
 V

T
C

 

H
ea

dq
ua

rt
er

s 
an

d 

m
od

el
 tr

ai
ni

ng
 

ce
nt

re
s 

 

R
ev

ie
w

 o
f 

th
e 

pr
og

re
ss

 r
ep

or
t, 

 

In
te

rv
ie

w
 to

 V
T

C
 

an
d 

ex
pe

rt
s 

A
 

ne
w

 
or

ga
ni

sa
ti

on
al

 
ar

ra
ng

em
en

t 
in

cl
ud

in
g 

th
e 

ap
po

in
tm

en
t 

of
 

th
e 

m
id

dl
e 

le
ve

l 
m

an
ag

er
s 

an
d 

in
st

ru
ct

or
s 

to
 d

el
eg

at
e 

pa
rt

ia
l a

ut
ho

ri
ti

es
 is

 in
tr

od
uc

ed
. T

he
 n

ew
 o

rg
an

is
at

io
na

l a
rr

an
ge

m
en

t a
ll

ow
s 

to
  

Sa
ti

sf
ac

ti
on

 le
ve

l o
f 

tr
ai

ne
es

 o
f 

pi
lo

t 

tr
ai

ni
ng

 

pr
og

ra
m

m
es

 

co
m

pa
ri

ng
 a

t t
he

 

be
gi

nn
in

g 
an

d 
at

 th
e 

en
d 

of
 th

e 
pi

lo
t 

tr
ai

ni
ng

 

pr
og

ra
m

m
es

 

 

R
ev

ie
w

 o
f 

th
e 

pr
og

re
ss

 r
ep

or
t, 

 

In
te

rv
ie

w
 to

 V
T

C
 

an
d 

ex
pe

rt
s 

T
he

 r
es

ul
t 

of
 t

he
 t

ra
in

ee
 s

ur
ve

y 
do

es
 n

ot
 i

nd
ic

at
e 

th
e 

ob
vi

ou
s 

im
pr

ov
em

en
t 

of
 s

at
is

fa
ct

io
n.

 D
et

ai
le

d 

di
sc

us
si

on
 f

ol
lo

w
s 

is
 s

ho
w

n 
in

 A
N

N
E

X
 3

.1
 T

ab
le

 2
. 

－　－89



Q
ue

st
io

n
s 

fo
r 

E
va

lu
at

io
n

 
S

ou
rc

es
 o

f 
In

fo
rm

at
io

n
 

F
in

d
in

gs
 

M
ai

n
 

C
at

eg
or

ie
s 

S
u

b
 C

at
eg

or
ie

s 

C
ha

ng
e 

(i
nc

re
as

e)
 

of
 e

m
pl

oy
m

en
t 

of
fe

rs
 to

 p
il

ot
 

tr
ai

ni
ng

 

pr
og

ra
m

m
es

 

ob
se

rv
ed

 

 

R
ev

ie
w

 o
f 

th
e 

pr
og

re
ss

 r
ep

or
t, 

 

In
te

rv
ie

w
 to

 V
T

C
 

an
d 

ex
pe

rt
s 

A
cc

or
di

ng
 t

o 
th

e 
re

co
rd

 o
f 

jo
b 

pl
ac

em
en

t 
at

 t
he

 m
od

el
 t

ra
in

in
g 

ce
nt

re
, 

em
pl

oy
m

en
t 

ra
te

 i
s 

in
cr

ea
si

ng
. 

A
t l

ea
st

 h
al

f 
th

e 
tr

ai
ne

es
 w

ho
 jo

in
ed

 to
 th

e 
O

JT
 b

y 
th

e 
pr

iv
at

e 
se

ct
or

 s
ta

y 
at

 th
e 

cu
rr

en
t e

m
pl

oy
er

s.
  

T
he

 n
um

be
r 

of
 

gr
ad

ua
te

s 
w

ho
 c

an
 

ob
ta

in
 th

e 
jo

b 
in

 th
e 

fi
el

ds
 r

el
at

ed
 to

 

th
ei

r 
sp

ec
ia

li
ze

d 

on
es

 

 

R
ev

ie
w

 o
f 

th
e 

pr
og

re
ss

 r
ep

or
t, 

 

In
te

rv
ie

w
 to

 V
T

C
 

an
d 

ex
pe

rt
s 

D
it

to
 

 T
he

 c
au

sa
l 

re
la

ti
on

 o
f 

em
pl

oy
m

en
t 

to
 t

he
 c

om
pl

et
io

n 
of

 t
he

 t
ra

in
in

g 
pr

og
ra

m
m

e 
is

 w
ea

k.
 O

th
er

 f
ac

to
rs

 

su
ch

 a
s 

ec
on

om
ic

 c
on

di
ti

on
s 

an
d 

w
or

k 
co

nd
it

io
ns

 (
st

ar
ti

ng
 s

al
ar

y,
 t

yp
e 

of
 j

ob
, 

et
c.

) 
ar

e 
am

on
g 

th
e 

im
po

rt
an

t 
fa

ct
or

s 
fo

r 
tr

ai
ne

es
 

to
 

m
ak

e 
de

ci
si

on
 

to
 

jo
b 

of
fe

r. 
O

JT
 

pr
og

ra
m

m
e 

pr
ov

id
es

 
m

ut
ua

l 

op
po

rt
un

it
y 

fo
r 

bo
th

 t
ra

in
ee

s 
an

d 
pr

os
pe

ct
iv

e 
em

pl
oy

er
s 

to
 e

va
lu

at
e 

ea
ch

 o
th

er
 f

or
 i

m
po

rt
an

t 
de

ci
si

on
. 

In
 th

is
 r

eg
ar

d,
 th

e 
O

JT
 c

ar
ri

ed
 o

ut
 w

as
 f

or
 e

xp
er

ie
nc

e,
 n

ot
 f

or
 a

ct
ua

l t
ra

in
in

g.
  

C
ha

ng
e 

in
 d

ro
po

ut
 

ra
te

 (
 r

ed
uc

ti
on

 

fr
om

 3
0 

%
 in

 2
00

6 

to
 1

5 
%

 in
 2

01
0 

ac
hi

ev
ed

?)
 

R
ev

ie
w

 o
f 

th
e 

pr
og

re
ss

 r
ep

or
t, 

 

In
te

rv
ie

w
 to

 V
T

C
 

an
d 

ex
pe

rt
s 

D
ro

po
ut

 r
at

e 
is

 i
m

pr
ov

in
g.

 A
s 

sh
ow

n 
in

 T
ab

le
 3

, 
A

N
N

E
X

 3
.1

. T
he

 c
ur

re
nt

 d
ro

po
ut

 r
at

e 
of

 t
he

 t
ra

in
ee

s 

w
ho

 e
nr

ol
le

d 
in

 2
00

9 
w

as
 2

3%
, s

li
gh

tl
y 

sh
or

t 
of

 t
he

 t
ar

ge
t 

of
 1

5%
. T

he
 l

at
es

t 
av

ai
la

bl
e 

dr
op

ou
t 

ra
te

 o
f 

th
e 

ta
rg

et
 p

ro
gr

am
m

e 
w

as
 5

0%
 (

W
el

di
ng

 a
nd

 A
/C

 i
n 

A
qa

ba
, 2

00
6)

. A
s 

sh
ow

n 
in

 th
e 

Ta
bl

e 
3,

 th
e 

fi
gu

re
 

ha
s 

be
en

 i
m

pr
ov

in
g 

si
gn

if
ic

an
tl

y 
(8

0%
 i

n 
20

09
).

 O
th

er
 c

en
tr

e 
ob

se
rv

es
 t

he
 s

im
il

ar
 f

ig
ur

e.
 O

ve
ra

ll
, 

th
e 

tr
en

d 
of

 d
ro

po
ut

 r
at

e 
is

 im
pr

ov
in

g.
 

2.
 A

ch
ie

ve
m

en
t 

of
 th

e 
ou

tp
ut

 o
f 

th
e 

pr
oj

ec
t 

C
om

pa
ri

so
n 

of
 th

e 

ac
hi

ev
em

en
t a

nd
 

in
di

ca
to

rs
 

R
ev

ie
w

 o
f 

th
e 

pr
og

re
ss

 r
ep

or
t, 

 

In
te

rv
ie

w
 to

 V
T

C
 

an
d 

ex
pe

rt
s 

O
u

tp
u

t 
1:

 T
h

e 
su

p
p

or
t 

sy
st

em
 o

f 
V

T
C

 H
ea

d
q

u
ar

te
rs

 i
s 

d
ev

el
op

ed
 t

o 
sp

re
ad

 t
h

e 
op

er
at

in
g 

m
od

el
 

to
 o

th
er

 t
ra

in
in

g 
p

ro
gr

am
m

es
 a

n
d

 o
th

er
 3

 t
ra

in
in

g 
ce

n
tr

es
 

M
os

t 
of

 t
he

 t
ar

ge
ts

 f
or

 t
he

 O
ut

pu
t 

1 
in

di
ca

to
r 

ar
e 

ac
hi

ev
ed

. 
A

m
on

g 
th

e 
th

re
e 

in
di

ca
to

rs
: 

(i
) 

no
m

in
at

in
g 

co
re

 e
xe

cu
ti

ve
s 

is
 c

om
pl

et
ed

, 
(i

i)
 L

ev
el

 o
f 

un
de

rs
ta

nd
in

g 
by

 s
ta

ff
 o

f 
V

T
C

 H
ea

dq
ua

rt
er

s 
on

 t
he

 

de
fi

ni
ti

on
 o

f 
th

e 
V

T
C

 o
pe

ra
ti

ng
 m

od
el

 i
s 

in
cr

ea
se

d;
 a

nd
 (

ii
i)

 D
ev

el
op

m
en

t 
of

 p
la

n 
to

 s
pr

ea
d 

th
e 

－　－90



Q
ue

st
io

n
s 

fo
r 

E
va

lu
at

io
n

 
S

ou
rc

es
 o

f 
In

fo
rm

at
io

n
 

F
in

d
in

gs
 

M
ai

n
 

C
at

eg
or

ie
s 

S
u

b
 C

at
eg

or
ie

s 

op
er

at
in

g 
m

od
el

 t
o 

ot
he

r 
tr

ai
ni

ng
 p

ro
gr

am
m

es
 i

s 
ex

pe
ct

ed
 t

o 
be

 c
om

pl
et

ed
 b

y 
th

e 
en

d 
of

 t
he

 P
ro

je
ct

 

w
hi

ch
 is

 s
ch

ed
ul

ed
 in

 N
ov

em
be

r 
20

10
. 

 O
u

tp
u

t 
2:

 T
h

e 
m

od
el

 t
ra

in
in

g 
ce

n
tr

es
 c

an
 p

la
n

 a
n

d
 i

m
p

le
m

en
t 

tr
ai

n
in

g 
th

at
 r

ef
le

ct
s 

th
e 

n
ee

d
s 

of
 

lo
ca

l i
nd

us
tr

y.
 

(i
) 

A
cc

or
di

ng
 t

o 
th

e 
su

rv
ey

, 
th

e 
le

ve
l 

of
 u

nd
er

st
an

di
ng

 b
y 

in
st

ru
ct

or
s 

an
d 

ot
he

r 
st

af
f 

of
 m

od
el

 t
ra

in
in

g 

ce
nt

re
s 

on
 t

ra
in

in
g 

m
an

ag
em

en
t 

cy
cl

e 
in

cr
ea

se
d,

 (
ii

) 
al

l 
of

 i
ni

ti
al

 s
ix

 (
6)

 m
od

el
 t

ra
in

in
g 

pr
og

ra
m

m
es

 a
t 

th
re

e 
(3

) 
m

od
el

 t
ra

in
in

g 
ce

nt
re

s 
w

er
e 

ad
op

te
d 

as
 p

la
nn

ed
 (

10
0%

 o
f 

ac
hi

ev
em

en
t)

. 
15

 a
dd

it
io

na
l 

pr
og

ra
m

m
es

 a
t 

si
x 

(6
) 

m
or

e 
V

T
Is

 b
eg

un
 t

o 
ad

op
t 

th
e 

T
M

C
 a

nd
 t

he
 C

U
D

B
A

S
 t

ec
hn

iq
ue

s,
 a

nd
 (

ii
i)

 

in
sp

ec
ti

on
 

an
d 

fo
ll

ow
-u

p 
ar

e 
ca

rr
ie

d 
ou

t 
re

gu
la

rl
y.

 
Is

su
es

 
an

d 
pr

ob
le

m
s 

co
nc

er
ni

ng
 

th
e 

re
gu

la
r 

op
er

at
io

n 
ar

e 
re

po
rt

ed
 d

ai
ly

 t
o 

th
e 

di
re

ct
or

 o
f 

th
e 

m
od

el
 t

ra
in

in
g 

ce
nt

re
s.

 T
he

 r
ec

or
d 

of
 i

ns
pe

ct
io

n 
an

d 

ne
ce

ss
ar

y 
fo

ll
ow

-u
p 

is
 r

ep
or

te
d 

to
 V

T
C

 H
ea

dq
ua

rt
er

s 
th

ro
ug

h 
di

re
ct

or
s 

of
 t

he
 c

en
tr

es
 v

ia
 r

eg
io

na
l 

of
fi

ce
s.

  

 O
u

tp
u

t 
3:

 T
h

e 
m

od
el

 t
ra

in
in

g 
ce

n
tr

es
 w

il
l a

cc
u

m
u

la
te

 k
n

ow
le

d
ge

 o
n

 t
h

e 
tr

ai
n

in
g 

m
an

ag
em

en
t.

 

in
di

ca
to

rs
 w

er
e 

ex
ce

ed
in

g 
it

s 
ta

rg
et

: 
 F

or
 e

xa
m

pl
e,

 (
i)

 t
he

 r
es

ul
t 

sh
ow

s 
th

at
 t

he
 u

nd
er

st
an

di
ng

 a
s 

w
el

l 

as
 s

at
is

fa
ct

io
n 

of
 t

he
 P

ro
je

ct
 i

s 
hi

gh
er

 c
om

pa
re

d 
to

 t
he

 b
as

el
in

e.
 T

he
 n

um
be

r 
of

 c
ur

ri
cu

lu
m

 d
ev

el
op

ed
 

us
in

g 
th

e 
C

U
D

B
A

S
 te

ch
ni

qu
es

 in
cr

ea
se

d 
fr

om
 s

ix
 (

6)
 a

t t
he

 in
it

ia
l t

ar
ge

t t
o 

cu
rr

en
t 2

1,
 (

ii
) 

in
 th

e 
co

ur
se

 

of
 t

he
 P

ro
je

ct
 t

he
 s

em
in

ar
s/

 w
or

ks
ho

p 
ar

e 
ca

rr
ie

d 
ou

t, 
(i

ii
) 

a 
va

ri
et

y 
of

 m
an

ua
ls

 h
as

 b
ee

n 
pr

ep
ar

ed
 o

r 

un
de

r 
pr

ep
ar

at
io

n 
an

d 
be

gu
n 

to
 b

e 
ut

il
is

ed
. 

A
lo

ng
 w

it
h 

or
ga

ni
si

ng
 t

he
 a

ll
 s

ta
ff

 m
ee

ti
ng

, 
es

ta
bl

is
hm

en
t 

of
 t

he
se

 c
om

m
it

te
es

 a
re

 i
ni

ti
at

ed
 b

y 
th

e 
di

re
ct

or
s 

an
d 

m
id

dl
e 

le
ve

l 
m

an
ag

er
s 

to
 e

nh
an

ce
 a

 b
ot

to
m

-u
p 

ap
pr

oa
ch

es
 to

 m
ak

e 
de

ci
si

on
s 

di
re

ct
ly

 a
ss

oc
ia

te
d 

w
it

h 
re

gu
la

r 
op

er
at

io
n 

of
 th

e 
m

od
el

 tr
ai

ni
ng

 c
en

tr
es

. 

  

－　－91



Q
ue

st
io

n
s 

fo
r 

E
va

lu
at

io
n

 
S

ou
rc

es
 o

f 
In

fo
rm

at
io

n
 

F
in

d
in

gs
 

M
ai

n
 

C
at

eg
or

ie
s 

S
u

b
 C

at
eg

or
ie

s 

O
u

tp
u

t 
4:

 
V

T
C

 
H

ea
d

q
u

ar
te

rs
, 

In
st

it
u

te
 

D
ir

ec
to

ra
te

 
an

d
 

R
eg

io
n

al
 

O
ff

ic
es

 
ca

n
 

co
n

tr
ol

 
an

d
 

m
on

it
or

 t
h

e 
m

od
el

 t
ra

in
in

g 
ce

n
tr

es
. 

M
on

it
or

in
g 

gu
id

el
in

es
 f

or
 a

ss
is

ti
ng

 d
at

a 
in

pu
t 

w
er

e 
pr

ep
ar

ed
 a

nd
 c

om
pl

et
ed

, 
sa

ti
sf

ac
ti

on
 l

ev
el

 o
f 

st
af

f 

of
 m

od
el

 t
ra

in
in

g 
ce

nt
re

s 
re

ga
rd

in
g 

m
on

it
or

in
g 

an
d 

ev
al

ua
ti

on
 s

ys
te

m
 i

s 
hi

gh
 b

ec
au

se
 o

f 
in

cr
ea

se
d 

ac
ce

ss
ib

il
it

y 
to

 th
e 

st
ud

en
t r

eg
is

tr
y 

da
ta

, e
tc

, a
nd

 a
va

il
ab

il
it

y 
of

 d
at

a 
w

as
 s

ig
ni

fi
ca

nt
ly

 im
pr

ov
ed

. 

3.
 C

au
sa

l 

re
la

tio
n 

fr
om

 

ou
tp

ut
 to

 

pr
oj

ec
t p

ur
po

se
 

C
on

tr
ib

ut
io

n 
of

 

ou
tp

ut
s 

fo
r 

ac
hi

ev
in

g 
th

e 

pr
oj

ec
t p

ur
po

se
 

 

R
ev

ie
w

 o
f 

th
e 

pr
og

re
ss

 r
ep

or
t, 

 

In
te

rv
ie

w
 to

 V
T

C
 

an
d 

ex
pe

rt
s 

T
he

 p
ro

je
ct

 c
on

si
st

s 
of

 f
ou

r 
co

m
po

ne
nt

s.
 E

ac
h 

co
m

po
ne

nt
s 

co
rr

es
po

nd
s 

to
 t

he
 O

ut
pu

t 
of

 t
he

 p
ro

je
ct

 a
s 

th
e 

fo
ll

ow
in

g.
  

 O
ut

pu
t 

1:
 

E
st

ab
li

sh
m

en
t 

of
 

th
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ra
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 c
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ra
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 c
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 c
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 c
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 d
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t o
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 d
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 c
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 d
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at
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 o
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 d
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 c

ou
nt

er
pa

rt
s 

in
 J

ap
an

. 

T
hr
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at
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 f
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 b
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 p
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 c
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 c
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 m
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 o
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 c
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ra
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 c
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 r
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 f
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 c
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 p
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 d
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 d
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t p
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 r
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 f
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ra
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 r
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 f
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 p
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e 

pr
ob

ab
il

it
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il
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rv
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w
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T
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an
d 
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pe
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3.
 O

th
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pa
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s 

P
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xp
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d 

R
ev

ie
w

 o
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th
e 
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ss

 r
ep

or
t, 

 

In
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rv
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w
 to

 V
T

C
 

an
d 

ex
pe

rt
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) 

D
is

se
m

in
at

io
n 

of
 th

e 
V

T
C

 o
pe

ra
tin

g 
m

od
el

 

T
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 V
T

C
 o

pe
ra

ti
ng

 m
od

el
 i

s 
be

in
g 

ad
op

te
d 

by
 a

dd
it
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na
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si
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V
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 c
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pa
re

d 
to
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he
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ar

ge
t 

of
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ee

 

(3
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m
od

el
 t
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in

in
g 

ce
nt

re
s.
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f 

th
e 
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 n
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V

T
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 t
ra

in
in

g 
pr

og
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m
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es
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pt

in
g 

th
e 

C
U

D
B

A
S
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e 
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e 
no

w
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ff
er

ed
 c
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d 
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 th

e 
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et
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f 
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x 
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 T
he

 d
at

ab
as

e 
sy

st
em

 is
 n

ow
 u

ti
li

se
d 

at
 4

2 
V

T
Is

 in
 a

dd
it

io
n 

to
 th

e 
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e 
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od

el
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ng
 c

en
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t 
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eg
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g 
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og

ra
m
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 b
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 p
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 c
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 d
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 b
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e 
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