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見学　☎（03）5512－3939 サービスホン（テープに
よるご案内）
☎（03）5521－7445　警務部傍聴参観係

①平日（土、日、休日、年末年始は休み） 
　午前8時～午後5時（受付は午後4時まで）
　※個人で見学される方は、午前9時から午後4時までの

毎正時にご案内いたします。時間に余裕を持ってお越
しいただき、直接参観受付窓口でお申し込みください。

　見学コース　　参観ロビー→本会議場傍聴席→御休所→
　皇族室→中央広間→前庭
　※本会議が開かれる日は、開会予定時刻の1時間前から

終了まで見学できません。また特別な行事のあるとき
など見学できないこともあります。

②第1・第3日曜日（国会閉会中のみ）
　午前10時～午後3時
　見学コース　　本会議場内→本会議場傍聴席→御休所→
　皇族室→中央広間→前庭
　※議員を通じてお申し込みください。
参観の記念として参観コース内での撮影は原則として可能
ですが、私的な宣伝及び営利を目的とする撮影、通行の妨
げになる場所での撮影、混雑し秩序を保持できない場所で
の撮影、並びに歩きながらの撮影はできません。その他撮
影に関しては、衛視の指示に従ってください。

傍聴 ☎（03）5521－7444　警務部受付係（参議院別館）
①本会議　　開会時刻30分前から受付窓口で先着順に傍
聴券をお渡しします。また、議員の紹介でも傍聴するこ
とができます。 

②委員会・調査会　　議員を通じて委員長・調査会長の許
可を受ける必要があります。

参議院特別体験プログラム
※小学5年から中学3年に相当する年齢層の子ども向けに
つくられています。

国会の仕事や法律がどのようにしてできるかなどの説明を
聞いた後、委員長、議長等になって、法律案の委員会審査、
本会議審議を体験します。
　問い合わせ先・申込先
☎（03）3581－3100　テレホンサービス

サービスロビー（参議院別館）
平日（土、日、休日、年末年始は休み）
午前9時～午後5時
参議院の会議録などの閲覧、写真展示、ビデオ上映などを
行っています。

議会史料室・情報公開閲覧室（参議院第二別館東棟1階）
☎（03）3581－3111（内線74041）
平日（土、日、休日、年末年始は休み）
午前9時30分～午後5時
参議院・貴族院の会議録、議会関係図書の閲覧、パソコン
による国会会議録検索、参議院事務局が保有する文書目録
の閲覧などができます。

会議録の閲覧
会議録は次の場所で閲覧できます。また、参議院ホームペ
ージからもご覧いただけます。
①本会議　　サービスロビー、議会史料室、国立国会図書
館、全国主要図書館

②委員会・調査会　　サービスロビー、議会史料室、国立
国会図書館

　※国立国会図書館　☎（03）3581－2331（代）

会議録の購入
本会議の会議録は官報号外として全国の官報販売所で販売
されています。
　問い合わせ先　国立印刷局官報部官報グループ
　　　　　　　　☎（03）3587－4294

テレホンサービス ☎（03）3581－3100
平日（土、日、休日、年末年始は休み）
午前9時～午後5時

インターネット
ホームページ　www.sangiin.go.jp

最寄駅
● 東京メトロ 有楽町線・半蔵門線・南北線「永田町駅」出口1
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東京都千代田区永田町1丁目7番1号
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いろいろな席があるけれど････
（4ページ）

この中央玄関はいつ使うのかな？
（8ページ）

）ジーペ2（！ねだつみひもれこ？なかのるいてしを形じ同が右左てしうどは物建

上の写真のほかにどんなひみつがあるのかな？目次を見ながら考えよう！

ほかにどんな部屋があるのかな？
（12ページ）

 銅像の正体は？ 
（17ページ）

赤いじゅうたんは全部でどのくらいの
長さ？ （12ページ）

この部屋はどんなときに使うの？ 
（9ページ）
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☆みなさん、参議院へようこそ！
みなさんの目の前に建っているりっぱな建物が国会議事堂です。
国会には、そして国会議事堂にはどんなひみつがあるのでしょう。

そのひみつをみんなでさぐりましょう。

国会のひみつをさぐろう!国会のひみつをさぐろう!国会のひみつをさぐろう!

　みなさん、ようこそおこしくださいました。
　国会の建物のりっぱさに、きっとおどろいたことでしょう。同時に、「いったい
ここは、なにをする所なんだろう」と、ふしぎに思ったのではないでしょうか。
　みなさんの家や学校では、いろいろなルールが決められていると思います。
私たちがおたがいになかよく、楽しくすごすために、ルールはなくてはならな
いものです。
　国会は、日本のみなさんが安心してくらせるように、「法律（ほうりつ）」とよ
ばれる大切なルールを国民から選ばれた代表が話し合い、決める所です。ほか
にも、外国との約束や国のお金の使い方など、みなさんにとって重要な事をじ
っくりと話し合って決めています。
　みなさんだったら、どんなことを話し合ってみたいですか。どんなルールが
あったら、人々がより幸せで平和にくらすことができるでしょうか。この機会に、
みなさんにもいっしょに考えてもらいたいと思います。

参議院議長
おつじ　 ひでひさ

たつのり
ぼくの名前は立法。小学校6年生です。

このコーナーは、国会や国会議事堂についてみなさんが知りたいと

思う内容を、ぼくが代表で質問するコーナーです。どうぞお楽しみに！

おしえてコーナー
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65.45m

20.91m

206.36m
（奥行88.63m）
おくゆき

とう さかい

だいひょう

に  いんせい

しんちょう

とくちょう

やく わり

国会議事堂の建築データ

構 造

敷 地 面 積

建 物 面 積

工 事 費

工事に携わった
作 業 員 数

建 築 年 月

使 用 議 会

地上3階（中央部4階、中央塔9階）、地下1階。鉄骨鉄筋コンクリート造り

103,007m2

13,356m2（延べ面積 53,464m2）

2573万5977円（決算額）

延べ約254万人

大正9年（1920年）1月着工、昭和11年（1936年）11月完成

第70回帝国議会（昭和11年12月24日召集、26日開院式）から使用

建物の左右の形が同じ
なのはどうしてかな？
建物の左右の形が同じ
なのはどうしてかな？
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世界中の国々の国会がすべて二院制なのかな？Q：

A：

アメリカ連邦議会の議事堂 ▶

おしえてコーナー

そうではありません。世界の190か国を対象に

した調査では、令和５年４月現在、二院制の国

は７8か国です。ですから、一院制の国のほうが

多いわけです。ただ、民主国家で人口2000万

人以上の国では、二院制をとっている例が多い

ようです。二院制の国には、アメリカ・イギリス・

イタリア・カナダ・ドイツ・

フランス・ロシアなどがあ

ります。

　国会は国民の代表が集まって国の大切な決定を行うところです。わが国の国会は

衆議院と参議院が置かれ、原則として、両院の意見が一致しないと決定できません。

このような国会のしくみを二院制とよんでいます。

　なぜ二院制になっているのでしょうか。

　国会では２つの議院が、それぞれ独立して話し合いをすることで、国の大切な決

定をより慎重に行うことができるようにしているのです。

　いずれも国民の代表者で構成される衆議院と参議院がそれぞれの特徴をいかしな

がらその役割をよりよく果たすという、わが国の国会のしくみが、国会議事堂の形

に表されていると言えます。

　上の国会議事堂の絵を見てください。中央の塔を境にして、向かって右側が参

議院、左側が衆議院です。右と左はまったく同じ形になっていますね。外見だけ

でなく中のつくりも、左右ほぼ同じになっています。このようなつくりになって

いるのには大きなひみつがあります。

Architect of the Capitol

長さ（南北）206.36m ／ 奥行き（東西）88.63m ／
高さ（中央塔）65.45m大 き さ



3階には、一般の人たちが本会議の様
子を見たり、聞いたりするための席があ
ります。また、外国からのお客さまや外
交官のための席などもあります。

傍聴席
ぼうちょうせき

みなさんはテレビの中継などで会議
の様子を見たことがありますか。本会議
場には、新聞や放送関係の人たち専用
の席が用意されています。これは、国会
の中のことを広く国民に伝えることを目
的にしたものです。

記者席

ギャベル

氏名標と押しボタン式投票機

正面中央のいすは、天皇陛
下が開会式のときにおすわり
になるお席です。
このお席は参議院の本会議
場だけにあって、衆議院の本
会議場にはありません。

お 席

き づ ち

5

本会議場は衆参ともに
議事堂の2階にあって、3
階までのふきぬけになっ
ています。面積はともに
743平方メートルです。

議長席は一段高くなっていて、議場全
体がよく見渡せるようになっています。
そのとなりには、議長を手助けする事務
総長の席があります。

右・議長席　左・事務総長席
ぎ  ちょうせき じ　 む　そう ちょうせき

演壇は議長席の前にあって、議員や国
務大臣はここで発言します。演壇の机の
中央には原稿をのせる台、右側には水
差しとコップが置かれています。

演 壇
えん　だん

速記者席は演壇の
すぐ前にあります。会
議の内容はすべて記
録されます。

速記者席

議長席の両側に2列に並んでいる席
の前列が大臣がすわる席で、総理大臣
の席は向かって左側の列の最も中央寄
りです。後列は事務局職員の席です。

大臣席

本会議場にはどんなひみつが
あるのかな？

本会議場にはどんなひみつが
あるのかな？

4

　議長の机の右手に置いてある木槌の
ことで、本会議を始めるときなど、議長
がトントンとたたきます。

議員は自分の席に着くと、机の氏名標（黒い名
札）を立てます。氏名標を立てると、光センサー
が働いて出席したことが記録されます。机には押
しボタン式投票機が組み込まれています。採決の
時に議員がボタンを押すと、投票総数、賛成者数、
反対者数が議場内３か所の表示盤に示されます。
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参議院議場

参議院
A 開会式で、天皇陛下が
  おすわりになるお席
B 議長席
C 事務総長席
D 事務局職員席
E 国務大臣席
F 演壇
G 速記者席
H 議席
I 傍聴席
J 報道関係者席
K 御傍聴席
L 皇族席
M 貴賓席

　参議院では天皇陛下をおむか

えして開会式を行うため、議長

席の後方にお席があります。衆

議院では議長席上部に天皇陛下

の御傍聴席がありますが、参議

院では議場後方にあります。

議員定数
任 期
選 挙 権
被選挙権
選 挙 区

解 散
院の特色

）分部色の図上（名842
6年　3年ごとに半数改選
18歳以上
30歳以上
選 挙 区

（鳥取県・島根県、徳島県・高知県はそれぞれ2県の区域で1選挙区）
・・・148名　原則都道府県単位45区

比例代表・・・100名　全国を1区
解散はない
じっくりと時間をかけて調査・審議ができる
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衆議院議場

衆議院

A 議長席
B 事務総長席
C 事務局職員席
D 国務大臣席
E 演壇
F 速記者席
G 議席
H 傍聴席
I 報道関係者席
J 御傍聴席
K 皇族席
L 貴賓席

議員定数
任 期
選 挙 権
被選挙権
選 挙 区

解 散
院の特色

465名
4年　解散があれば任期途中でも資格を失う
18歳以上
25歳以上
小選挙区・・・289名　全国を289区
比例代表・・・176名　全国を11区
解散がある
国民の意思や世論をより強く反映できる

衆議院と参議院とでは どこがちがうのかな？衆議院と参議院とでは どこがちがうのかな？
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　本会議というのは、衆議院又は

参議院の本会議場に、それぞれの

院の全ての議員が集まって行う会

議で、国の大切な決定を行うため

のものです。

　本会議が開かれるのは通常、参

議院が月・水・金曜日の午前10時、

衆議院が火・木・金曜日の午後１

時です。参議院では本会議が始ま

る5分前に、衆議院では10分前に

なると「予鈴」が鳴らされます。

開会時刻になると「本鈴」が鳴ら

されます。

F



開会式のとき以外に衆参の議員が一

か所に集まることはないのかな？

Q：

A：

おしえてコーナー

ごきゅうしょ

御 休 所

9

　今日は国会の開会式の日です。天皇陛下が参議院本会議場でおことばを述べられ

ます。開会式のときは、衆議院と参議院の両方の議員が本会議場に集まります。

　中央玄関は、天皇陛下をおむかえするとき、選挙の後に議員が初めて登院する

とき、外国の大統領などが国会においでになったときに使います。

開会式でおことばを述べられる天皇陛下

御休所前広間中央玄関

てんのうへいか の

とういん

衆参の議員が一か所に
集まることってあるのかな？
衆参の議員が一か所に

集まることってあるのかな？
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　中央広間から中央階段を上がると、天皇陛下の御休所があります。

　国会の開会式の当日、陛下はこのお部屋に入られます。衆参両院の議長と副議

長は、ここで陛下にお目にかかります。

　御休所は、当時のすぐれた材料と技術をいかして作られています。

国がお招きした外国のお客さまが国

会演説をするときにも、衆参の議員が

本会議場に集まりおむかえします。右

の写真はカザフスタン共和国大統領

がいらしたときのものです。（参議院

本会議場）



　議員はどんなことをしているのかな？

　国会議員は選挙で選ばれます。そして、国民全体の代表として、おもにつぎの

ような仕事をしています。

①法律案を国会に提出する。

②会議で発言したり、文書で質問したりして、内閣の政治の進めかたを監督する。

③法律の制定、予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名など、国会の決定に参加する。

④国民の意見を聞いて政治に反映させる。

⑤外国の政治経済の情勢を調べて政治に反映させる。

議員の1日

登院表示盤 議員食堂本会議

委員会質疑議員会館事務室災害の調査

11

あなたが議員だったら？あなたが議員だったら？

外国議員団との交流

議長席から見た参議院議場

あなたが議長席にすわったら？あなたが議長席にすわったら？
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しょうしゅう

きゅうちゅう しんにんしき

へい わ き ねん しき てん

いくじゅさい

か い は

へい わ き ねん しき てん

　議長は、参議院議員248人のトップとして、参議院を代表します。

その仕事のおもなものは、つぎのとおりです。

①本会議の運営…議長は、本会議を招集し、議事を進行します。

②宮中（皇室）関係の行事…内閣総理大臣の親任式に立ち会います。また、宮中ばん

さん会などの行事に参議院を代表して出席します。

③外国議員との交流…多くの国から議員団を日本に招待します。また、招きに応

じて諸外国を訪問し、友好を深めます。

④式典への出席…広島の平和記念式典・長崎の平和祈念式典、交通安全国民運動

中央大会、全国育樹祭など、多くの式典に参議院を代表して出席します。

⑤政党間の意見調整…各委員会や

調査会の長、各会派（政党）の代

表を集めて、院の運営などについ

て相談します。意見が対立したと

きには、議長が考えを示して解決

を図る場合もあります。



決算委員会
　国の予算の使われ方が正しかったかどうか話
し合う委員会です。

採決風景
　参議院の委員会の採決の多くは挙手で行わ
れます。
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廊下

議院運営委員会
　本会議の日程を決めたり、議院全体のことを
話し合う委員会です。

予算委員会
　国の予算がどのように使われるかを話し合
う委員会です。

ろう か

たくさん並んだ委員会室では
どんな話し合いをするのかな？
たくさん並んだ委員会室では
どんな話し合いをするのかな？
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　国会議事堂の廊下にしかれた赤いじゅうたん。はば

は1.8メートルで、ぜんぶの長さをたすとおよそ４キロ

メートルにもなります。この赤いじゅうたんにそって

歩くと、委員会室という部屋がたくさん並んでいるこ

とに気がつくはずです。

　国会の中で開かれる委員会というのは、どのようなものなのでしょう。

　みなさんの学校にもいろいろな委員会があり、高学年の人が中心になって、学

校生活をよりよいものにするための取り組みを分担して行っていますよね。

　実は、国会もみなさんの学校と同じように、国会議員がいくつかの委員会に分

かれて、それぞれの仕事を分担して行っているのです。

　衆議院、参議院それぞれに17の常任委員会が置かれています。たとえば、みな

さんに関係の深い教育については、参議院では文教科学委員会という委員会で話

し合われます。これらの委員会のほかに特別に委員会が置かれることもあります。

また、参議院には調査会という参議院だけの機関があります。

　戦前の帝国議会では、本会議で大部分

の内容を話し合う形をとっていましたが、

日本国憲法が制定され現在の国会になっ

てからは、委員会中心の形をとるように

なりました。しかし、いくら委員会を中

心に話し合いが進められるといっても、

国の大切な事がらについて最終的な決定

を行うのは本会議であるということに変

わりはありません。

参議院の調査会というのはどういうものなの？Q：

A：

おしえてコーナー

調査会は参議院にだけある特別な機関です。任期が長く、

解散がないという参議院の特徴をいかして、国の重要な課題についてじっくり

と時間をかけて話し合い、提案や報告を行います。



国立国会図書館 裁判官訴追委員会 裁判官弾劾裁判所

国会の最も大切な仕事は法律をつくることです。法律案は原則として両議院で

可決されると成立します。ここでは一般的な流れを紹介しています。

法律のもとになる法律案は、内閣または議員からどちらかの議院に提出され、

まず委員会で審査されます。次に本会議で審議され、可決されるともう一方の議

院に送られます。もう一方の議院でも同じ手続をとって可決されると法律として

成立します。両院で異なった議決をした場合には、両院協議会を開いて意見の一

致をはかることもあります。

衆議院 参議院衆議院 参議院

国会

会
査
審
法
憲

特別委員会

常任委員会
国土交通
環境
安全保障
国家基本政策
予算
決算行政監視
議院運営
懲罰

本会議

内閣
総務
法務
外務
財務金融
文部科学
厚生労働
農林水産
経済産業

会
査
審
法
憲本会議

特別委員会調査会

常任委員会
内閣
総務
法務
外交防衛
財政金融
文教科学
厚生労働
農林水産
経済産業

国土交通
環境
国家基本政策
予算
決算
行政監視
議院運営
懲罰
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法律案

議　長

委員会

本会議

議　長

本会議

法律案の提出

付 託
ふ たく

審 査
しん さ

審 議
しん ぎ

付 託

審 査

審 議

趣旨説明
しゅ し せつめい

質疑
しつ ぎ

討論
とうろん

採決

採決

さいけつ

委員長報告
い いんちょうほうこく

討論

可 決

採決

委員会
趣旨説明 質疑 討論

委員長報告 討論

可 決

成　立

公　布

採決

衆
議
院

参
議
院

議   員 内   閣

法律ができるまでの流れは どうなっているんだろう？法律ができるまでの流れは どうなっているんだろう？
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（図は衆議院が先に審議を行った場合の流れです。参議院から審議が始まる場合もあります。）

情
報
監
視
審
査
会

政
治
倫
理
審
査
会

政
治
倫
理
審
査
会

情
報
監
視
審
査
会



銅像を立てる場所が4か所あるみたいだけれど…。

よく見つけましたね。でも、もう1人の銅像をだれ

にするはずだったのかは、まったくわかっていま

せん。政治というものはいつも理想に向かって進

むべきものだということで、わざとあけてあるの

だという説もあります。

Q：

A：

おしえてコーナー

●1874年（明治7年）

板垣退助らが民選議院設立の

建白書を出す

●このころ自由民権運動が

さかんになる

●1881年（明治14年）

政府が国会開設を約束する

●1889年（明治22年）

大日本帝国憲法が発布される

●1890年（明治23年）

第1回衆議院議員選挙が行わ

れる

第1回帝国議会が開かれる

みんせんぎいんせつりつ

けんぱくしょ

こっかいかいせつ

だいにっぽんていこくけんぽう

しゅうぎいんぎいんせんきょ

はっぷ
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　国会議事堂の中央塔の下に中央広間があります。ここには伊藤博文、板垣退助、

大隈重信の3人の銅像が立っています。

　みなさんが、社会科で学習したように、伊藤博文は、大日本帝国憲法の制定や

帝国議会の開設等に力をつくした日本の初代の内閣総理大臣です。板垣退助は、

国民による議会の開設をもとめ、自由民権運動で活躍した人です。大隈重信は、

日本で最初の政党内閣の総理大臣をつとめた人です。

　この3人は、わが国の議会制度の基礎をつくった代表的な政治家ですが、この

国会議事堂の演壇に立ち、演説をしたことがあるのでしょうか。

いとうひろぶみ いたがきたいすけ

おおくましげのぶ

き　そ

中央広間と3人の銅像

堂
事
議
仮
次
１
第

（
1890
年

1891
年
・
失
焼

）

堂
事
議
仮
次
２
第

（
1891
年

1925
年
・
失
焼

）

堂
事
議
仮
次
３
第（

1925
年

1936
年
）

伊藤博文や板垣退助は
この議事堂で演説したのかな？
伊藤博文や板垣退助は

この議事堂で演説したのかな？
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　明治23年（1890年）に第1回帝国議会が開かれましたが、議会は仮議事堂で開

かれる時代が長く続きました。現在の国会議事堂がつくられ始めたのは、大正9年

（1920年）の1月、完成したのは昭和11年（1936年）の11月です。ですから、伊藤

博文も板垣退助も大隈重信も、この議事堂の演壇に立つことはありませんでした。

　わが国の議会制度の基礎づくりに力をつくした3人は、今も議事堂の真ん中に

立って、国会の様子をしっかりと見守ってくれています。3人の銅像は、みなさ

んに何を語りかけてきましたか。



国立国会図書館はどんなところ？

国会議員の人たちが必要な事がらにつ

いて調査したり研究したりするため

に、議事堂のすぐ近くに設けられた国

会付属の図書館です。この図書館に

は、国内で出版されるほとんどの出版

物がそろっていて、一般の人たち（18

歳以上）も利用することができます。

Q：

A：

おしえてコーナー

本会議場内の点検

面会者の受け付けをする人

請願を受け付ける人

面会者・請願の受け付け
めんかいしゃ せいがん
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　このような人たちの、目に見えない努力によって、国会は支えられています。

ぎいんじむきょく

じょうにんいいんかいちょうさしつ

ぞんぶん

ほうせいきょく

参観者を案内する衛視 議事堂内をそうじする人
　国民の代表が集まる国会議事堂はまさに
「日本の顔」。ゆかやかべもいつもきれいな状
態が保てるように、毎日そうじをしています。

え い し

中ですれちがう人たちは
どんな仕事をしているのかな？
中ですれちがう人たちは

どんな仕事をしているのかな？

18

　国会議事堂の中で働く人というと、一番に思い浮かべるのが国会議員だと思い

ます。でも、国会の中で働いているのは議員だけではありません。

　たとえば、どちらの議院にも、会議を開くための準備や事務関係の仕事を行っ

ている議院事務局というのがあります。参議院の場合、議員数が248名なのに対

して、事務局や常任委員会調査室、法制局で働いている人は約1300名です。こ

れらの人々がそれぞれの仕事を責任をもって行っているから、議員の人たちが思

う存分に仕事に打ち込むことができるのです。

　国会の事務の仕事には、本当にさまざまなものがあります。

　みなさんが議事堂の中ですれちがった人たちは、それぞれどんな仕事をしてい

る人なのでしょうか。服装や持ち物などをヒントに想像してみましょう。

　衛視の人たちは、議事堂の中や周囲の警備を
したり、参観者や傍聴人の案内などをしたりし
ます。

　左は国会議員に意見や要

望を伝えに来た人たちの受

け付けや、請願の受け付けの

様子です。

　本会議の開会前に、議場
の点検など準備をしている
ところです。



第1問-参議院　第2問-6年　第3問-赤　第4問-17　第5問-文教科学委員会（衆議院では
文部科学委員会）第6問-伊藤博文　第7問-参議院

クイズの答え

スタンプ
コーナー

☆みんなできたら、あなたは国会博士！？
分からないときは、もう一度パンフレットを読み返してみよう！

第 問 国会の正面に向かって右側は衆議院、参議院どっち？ 2ページ

第 問 参議院議員の任期は何年？ 7ページ

第 問 国会の廊下にしかれたじゅうたんの色は何色？ 12ページ

第 問 参議院の常任委員会の数はいくつ？ 12ページ

第 問 みんなに関係の深い教育のことを話し合うのは何委員会？ 12ページ

第 問 中央広間の3つの像は板垣退助と大隈重信とだれ？ 17ページ

第 問 開会式が行われるのは衆参どちらの本会議場？ 8ページ

ヒント
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国会クイズ国会クイズ

☆国会のまわりの地図を つに色わけしてみよう。
赤国会に関係したところ 青内閣に関係したところ 緑裁判所に関係したところ

やってみよう！やってみよう！
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衆議院
第一別館


