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私
の
『
朝
が
来
る
』
と
い
う
小
説
の
中

に
、
主
人
公
が
広
島
に
行
く
場
面
が
出
て
く

る
の
だ
が
、
よ
く
人
か
ら
「
ど
う
し
て
広
島

だ
っ
た
ん
で
す
か
」
と
聞
か
れ
る
。
そ
の
問

い
か
け
を
受
け
る
た
び
、
私
は
「
初
め
て
広

島
に
行
っ
た
時
、
路
面
電
車
の
走
る
感
じ

や
、
光
の
き
れ
い
さ
に
感
動
し
た
か
ら
」
と

答
え
る
。
広
島
電
鉄
、
通
称
〝
ひ
ろ
で
ん
〟

の
こ
と
だ
。

こ
の
小
説
は
、
中
学
生
で
妊
娠
し
て
し

ま
っ
た
主
人
公
ひ
か
り
が
、
生
ま
れ
た
子
ど

も
を
子
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
夫
婦
に
託
す
ま

で
の
こ
と
が
出
て
く
る
。
自
分
が
生
ま
れ

育
っ
た
町
を
出
た
こ
と
が
な
か
っ
た
十
四
歳

の
女
の
子
が
初
め
て
親
元
を
離
れ
、
心
細
い

気
持
ち
で
出
産
の
た
め
に
訪
れ
る
土
地
が
広

島
な
の
だ
。

地
元
の
人
か
ら
し
て
み
た
ら
な
ん
と
い
う

こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
景
色
が
、
初
め

て
そ
こ
に
来
た
人
の
心
を
捉
え
、
救
う
と
い

う
こ
と
が
時
に
あ
る
。

た
と
え
ば
、
私
が
初
め
て
千
葉
駅
に
降
り

立
っ
た
時
が
そ
う
だ
。
大
学
入
学
が
決
ま

り
、
初
め
て
の
一
人
暮
ら
し
に
期
待
と
不
安

が
入
り
混
じ
る
私
の
頭
上
を
、
千
葉
都
市
モ

ノ
レ
ー
ル
が
迫
る
よ
う
に
や
っ
て
き
た
時
の

あ
の
感
動
。「
近
未
来
都
市
だ
！
」
と
そ
の

か
っ
こ
よ
さ
に
衝
撃
を
受
け
た
。

作
家
に
な
っ
て
か
ら
は
、
仕
事
で
地
方
に

出
張
に
行
く
こ
と
も
増
え
た
。
い
ろ
ん
な
町

で
初
め
て
の
交
通
機
関
に
出
会
う
た
び
胸
が

と
き
め
く
。
中
で
も
路
面
電
車
が
大
好
き

だ
。
鹿
児
島
の
レ
ト
ロ
か
わ
い
い
「
か
ご
で

ん
」、
松
山
の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
列
車
」、
名
前

の
か
わ
い
い
富
山
の
「
ポ
ー
ト
ラ
ム
」。
そ

う
そ
う
、
以
前
、
都
電
荒
川
線
を
貸
し
切
っ

て
、
自
分
の
本
の
Ｐ
Ｒ
動
画
を
撮
ら
せ
て
も

ら
っ
た
こ
と
も
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
見
た
目
も
か
わ
い
く
、
た
だ
乗

る
だ
け
で
も
楽
し
い
け
れ
ど
、
路
面
電
車
の

い
い
と
こ
ろ
は
、
そ
こ
で
暮
ら
す
人
た
ち
が

日
常
的
に
そ
の
路
線
を
使
っ
て
い
る
様
子
が

距
離
感
近
く
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
。
デ
パ
ー
ト

の
紙
袋
と
ス
ー
パ
ー
の
袋
を
い
っ
ぺ
ん
に
い

く
つ
も
持
っ
た
ご
婦
人
や
、
片
方
の
降
り
る

駅
で
名
残
惜
し
そ
う
に
手
を
振
る
つ
き
あ
い

た
て
と
思
し
き
カ
ッ
プ
ル
。
夜
に
乗
っ
た
電

車
の
中
で
は
、
塾
帰
り
の
小
学
生
た
ち
が
お

〝
ひ
ろ
で
ん
〟
の
あ
る
風
景

辻
村
深
月

イラスト・岡林玲
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や
つ
の
交
換
を
す
る
姿
も
。

知
ら
な
い
町
は
本
来
、
よ
そ
よ
そ
し
く
心

細
い
も
の
だ
。
私
が
『
朝
が
来
る
』
で
書
い

た
主
人
公
の
ひ
か
り
は
中
学
生
で
、
初
め
て

の
街
に
一
人
で
降
り
立
ち
、
こ
れ
か
ら
お
な

か
の
子
ど
も
と
過
ご
し
て
い
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
。

そ
の
彼
女
を
迎
え
て
く
れ
る
場
所
に
、
私

は
路
面
電
車
の
、
あ
の
明
る
さ
が
欲
し
か
っ

た
。
初
め
て
私
が
広
島
に
行
っ
た
時
に
も
迎

え
て
く
れ
た
、
あ
の
明
る
さ
と
賑
や
か
さ
。

瀬
戸
内
海
の
放
つ
光
の
美
し
さ
を
、
あ
の
電

車
が
海
と
都
市
の
両
方
に
つ
な
げ
て
く
れ
て

い
る
よ
う
に
思
っ
た
。
春
の
陽
光
を
映
し
て

透
き
通
る
海
の
輝
き
を
、
彼
女
に
も
見
て
欲

し
か
っ
た
。

広
島
と
は
何
か
と
ご
縁
が
あ
る
よ
う
で
、

お
と
と
し
久
し
ぶ
り
に
仕
事
で
市
内
を
訪
れ

た
日
が
、
た
ま
た
ま
広
島
カ
ー
プ
の
二
十
五

年
ぶ
り
の
優
勝
の
夜
だ
っ
た
。
路
面
電
車
が

カ
ー
プ
仕
様
に
ラ
ッ
ピ
ン
グ
さ
れ
、
そ
の
周

り
で
喜
ぶ
人
た
ち
を
眺
め
な
が
ら
、
改
め
て

や
っ
ぱ
り
、
こ
の
〝
ひ
ろ
で
ん
〟
の
あ
る
景

色
が
大
好
き
だ
な
ぁ
と
思
っ
た
。

◎日本民営鉄道協会とは？
昭和 42 年に社団法人として設立、平成 24 年 4 月 1 日付で一般社団法
人に移行、72社の民営鉄道会社で組織されています。
輸送力の増強と安全輸送の確保を促進し、鉄道事業の健全な発達を図り、
もって国民経済の発展に寄与することを目的とした活動を行っております。
なお、JR 各社や公営地下鉄などは加入しておりません。
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民
鉄
文
化
の
伝
承
と
発
信

民
営
鉄
道
の
博
物
館
・
資
料
館
︱
︱
そ
の
使
命
と
役
割
︱
︱

特
別
号

民
営
鉄
道
の
多
く
は
、
鉄
道
と
地
域
を
結
ぶ

文
化
装
置
と
し
て
の
博
物
館
・
資
料
館
を
運
営
し
、

記
憶
に
残
る
退
役
車
両
を
大
切
に
保
存
し
て
い
る
。

『
特
別
号
』
で
は
、
貴
重
で
は
あ
る
が

表
舞
台
に
立
つ
こ
と
の
少
な
い
、
こ
れ
ら
の
施
設
や
車
両
を

一
堂
に
集
め
て
紹
介
し
、「
地
域
の
紐
帯
」
と
し
て
の

民
鉄
の
役
割
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。

各
施
設
に
は
、
掲
載
順
に
通
し
番
号
（
１
～
48
）
を
付
し
て
い
る
。

施
設
の
都
府
県
所
在
地
は
、
22
ペ
ー
ジ
の
全
国
地
図
を
参
照
。

つ
じ
む
ら 

み
づ
き

作
家
。
山
梨
県
出
身
。
２
０
０
４
年
『
冷
た
い
校
舎
の
時
は
止
ま
る
』

で
第
31
回
メ
フ
ィ
ス
ト
賞
を
受
賞
し
デ
ビ
ュ
ー
。
11
年
『
ツ
ナ
グ
』
で

第
32
回
吉
川
英
治
文
学
新
人
賞
、
12
年
『
鍵
の
な
い
夢
を
見
る
』
で

第
１
４
７
回
直
木
三
十
五
賞
を
受
賞
。
著
書
に
『
子
ど
も
た
ち
は
夜

と
遊
ぶ
』『
凍
り
の
く
じ
ら
』『
ぼ
く
の
メ
ジ
ャ
ー
ス
プ
ー
ン
』『
ス
ロ

ウ
ハ
イ
ツ
の
神
様
』『
ゼ
ロ
、
ハ
チ
、
ゼ
ロ
、
ナ
ナ
。』『
島
は
ぼ
く
ら

と
』『
家
族
シ
ア
タ
ー
』『
朝
が
来
る
』『
ク
ロ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
』
な
ど
。

近
著
に
『
か
が
み
の
孤
城
』『
青
空
と
逃
げ
る
』
が
あ
る
。
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は
じ
め
に

―〝
都
市
と
鉄
道
の
相
互
作
用
〟を
語
り
継
ぐ
博
物
館
―

都
市
の
郊
外
で
、自
然
に
接
し
な
が
ら
文
化
的

に
暮
ら
す
こ
と
は
、か
つ
て
人
々
が
理
想
と
し
た

生
活
で
あ
る
。肉
体
労
働
か
ら
解
放
さ
れ
た
ホ
ワ

イ
ト
カ
ラ
ー
が
、田
園
の
趣
が
残
る
郊
外
に
瀟し

ょ
う
し
ゃ洒

な
住
宅
を
建
て
、都
心
に
あ
る
オ
フ
ィ
ス
ま
で
郊
外

電
車
で
通
勤
す
る
。そ
う
い
う
恵
ま
れ
た
生
活
を

送
る
彼（
彼
女
）ら
だ
が
、有
閑
階
級
と
い
う
わ
け

で
は
な
く
、れ
っ
き
と
し
た
労
働
者
で
あ
る
。
郊
外

に
は
、働
く
人
々
が
築
い
た
健
全
な
文
化
が
あ
る
。

人
々
が
郊
外
の
住
宅
地
で
暮
ら
す
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
一
世
紀
が
経
過
し
た
。
民
営
鉄
道

（
民
鉄
）
は
、
郊
外
に
適
地
を
求
め
て
宅
地
開
発

を
進
め
、
郊
外
と
都
心
を
結
ぶ
通
勤
の
た
め
の

鉄
道
を
運
営
し
て
き
た
。
こ
の
鉄
道
は
、
都
市

で
働
く
人
々
の
生
活
を
支
え
、
そ
の
人
々
に

よ
っ
て
鉄
道
が
支
え
ら
れ
て
き
た
。

鉄
道
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
は
、
沿
線
に
常
住

す
る
人
が
増
え
る
こ
と
で
あ
る
。
鉄
道
は
大
量
生

産
シ
ス
テ
ム
だ
か
ら
、
輸
送
人
員
が
増
え
な
い
こ

と
に
は
事
業
の
成
長
が
見
込
め
な
い
。
沿
線
人

口
は
、
経
営
を
左
右
す
る
最
大
の
要
素
で
あ
る
。

沿
線
人
口
の
趨す

う
せ
い勢
を
捉
え
、〝
都
市
と
鉄
道
の

相
互
作
用
を
考
え
る
〟
こ
と
が
、
民
鉄
の
博
物

館
が
持
つ
基
本
的
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
の

テ
ー
マ
を
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
、
ど
う
す
れ

ば
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

電
車
目
線
で
走
る

―
子
ど
も
が
喜
ぶ
博
物
館
―

子
ど
も
が
な
り
た
い
職
業
の
ベ
ス
ト
・
テ
ン

に
は
、
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
電
車
の
運
転

士
が
入
っ
て
い
る
。
幼
児
の
場
合
は
、
運
転
士

と
い
う
よ
り
電
車
そ
の
も
の
に
な
り
た
が
っ
て

い
る
こ
と
が
多
い
。
親
に
し
て
み
れ
ば
、
電
車

に
な
れ
る
わ
け
が
な
い
で
し
ょ
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、
小
さ
い
子
ど
も
は
、
電
車
を
擬
人
化

し
て
認
識
す
る
。
モ
ノ
に
自
分
と
同
じ
命
を
与

え
、
感
情
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
生
命
や
モ
ノ

の
大
切
さ
を
体
得
す
る
。

京
王
れ
ー
る
ラ
ン
ド
に
あ
る
ア
ス
れ
ー
る

チ
ッ
ク
は
、
こ
の
よ
う
な
感
覚
に
ピ
タ
リ
と
応

え
る
施
設
で
あ
る
。「
鉄
道
系
博
物
館
史
上
初
！ 

子
ど
も
た
ち
が
『
電
車
目
線
』
で
動
き
回
れ
る

空
間
」
と
い
う
謳う

た

い
文
句
で
、
自
分
が
好
き
な

電
車
に
な
り
き
っ
て
、
山
あ
り
谷
あ
り
の
路
線

を
走
り
回
る
人
気
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

一
か
ら
十
ま
で
大
人
が
お
膳
立
て
す
る
の
で

は
な
く
、
子
ど
も
が
想
像
力
を
フ
ル
に
発
揮
し

て
、
心
か
ら
楽
し
め
る
場
に
す
る
こ
と
で
、
こ

の
施
設
は
成
功
し
て
い
る
。
博
物
館
は
遊
園
地

と
は
違
う
の
だ
か
ら
、
子
ど
も
が
遊
ぶ
施
設
は

要
ら
な
い
と
い
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
は
何
と
も
偏
狭
な
考
え
で
、
さ
ま
ざ
ま
な

世
代
の
来
館
者
に
対
し
て
、
そ
れ
な
り
に
応
え

る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
身
近
な
沿
線
風

景
が
ス
ク
リ
ー
ン
に
展
開
す
る
運
転
シ
ミ
ュ

レ
ー
タ
ー
、
生
活
圏
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め

た
ジ
オ
ラ
マ
な
ど
は
、
人
気
が
あ
る
定
番
の
展

示
に
な
っ
て
い
る
。

マ
ザ
ー
ズ
・
ハ
ー
ト
に
と
ど
け

―
お
母
さ
ん
が
納
得
す
る
博
物
館
―

子
ど
も
が
走
り
回
っ
た
後
は
、
休
憩
や
飲
食

鉄道の歴史を保存し伝承する「鉄道博物館」が注目を集めている。
民鉄業界においても博物館や資料館、車両展示施設などを整備し、
社会貢献活動の一環として公開する事例が増えている。
地域に根を広げ、地域との一体感を深めていく。
その使命・役割・これからの方向性などについて考察する。

基調報告 50

トロリー・サバーブス「電鉄郊外住宅地」の明日
エンジョイ・ザ・民鉄ミュージアムズ
大東文化大学経営学部 教授

今城光英
Mitsuhide IMASHIRO
成蹊大学大学院経営学研究科博士課程単位取得、財団法人運輸調
査局研究員、大東文化大学教授、スターリング大学客員教授、大
東文化大学経営学部長、副学長などを歴任。専門は、交通論、公
益事業論。著書に『鉄道改革の国際比較』（編著）『地方鉄道の再
生』（訳）など。
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が
必
要
で
あ
る
。
ど
の
博
物
館
で
も
飲
食
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
軽
食
な
ど

簡
易
な
も
の
で
十
分
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
点

に
関
連
し
て
い
え
ば
、
付
き
添
い
の
お
母
さ
ん

た
ち
が
満
足
す
る
工
夫
が
要
る
。
い
く
ら
子
ど

も
が
面
白
が
っ
て
も
、
リ
ピ
ー
タ
ー
に
な
る
か

ど
う
か
の
カ
ギ
を
握
っ
て
い
る
の
は
親
で
あ
る
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
沿
線
の
資
源
で

あ
る
。
沿
線
名
産
品
の
紹
介
は
、
民
鉄
の
施
設

で
行
わ
れ
て
こ
そ
価
値
が
あ
る
。
普
段
は
手
に

入
れ
に
く
く
、
こ
こ
に
し
か
な
い
、
今
し
か
な

い
と
い
う
品
揃
え
が
よ
い
が
、
実
物
を
扱
う
手

間
が
な
け
れ
ば
紹
介
す
る
だ
け
で
も
意
味
が
あ

る
。
有
機
野
菜
、
海
産
物
、
陶
器
、
織
物
、
レ

ス
ト
ラ
ン
な
ど
、
沿
線
で
営
業
す
る
商
店
や
個

人
に
対
し
て
、
情
報
発
信
の
場
を
提
供
す
る
意

味
も
あ
る
。

各
社
と
も
、
グ
ル
メ
き
っ
ぷ
の
類
を
発
行
し

て
、
沿
線
地
域
の
魅
力
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る

か
ら
、
す
で
に
多
く
の
情
報
を
持
っ
て
い
る
だ

ろ
う
が
、
情
報
の
収
集
に
は
さ
ら
に
磨
き
を
か

け
て
、
伝
統
的
な
も
の
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の

も
の
だ
け
で
は
な
く
、
若
い
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に

よ
る
新
し
い
試
み
や
、
半
ば
埋
も
れ
た
文
化
の

再
発
見
な
ど
、
意
外
性
の
あ
る
テ
ー
マ
を
発
掘

す
る
と
い
い
だ
ろ
う
。

沿
線
の
特
徴
と
、
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
・
オ
ブ
・

ラ
イ
フ
（
生
活
の
質
）
が
ア
ピ
ー
ル
で
き
れ
ば
、

旅
客
誘
致
に
繋
が
る
か
ら
、
民
間
企
業
が
博
物

館
を
運
営
す
る
こ
と
に
積
極
的
な
意
味
を
与
え

る
こ
と
に
な
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
単
な

る
広
告
で
は
、
博
物
館
で
扱
う
意
味
は
な
い
。

施
設
面
で
、
授
乳
室
、
子
ど
も
用
ト
イ
レ
な

ど
の
設
置
は
欠
か
せ
な
い
。
不
特
定
多
数
の
人

が
利
用
す
る
か
ら
、
不
良
行
為
の
防
止
が
必
要

で
あ
る
。
警
備
を
強
化
し
、
安
全
設
備
を
充
実

し
、
死
角
を
減
ら
す
な
ど
、
施
設
の
内
外
に
わ

た
っ
て
安
心
で
き
る
環
境
を
維
持
す
る
必
要
が

あ
る
。
民
鉄
の
生
命
線
と
も
い
え
る
安
全
・
安

心
へ
の
配
慮
は
、
す
で
に
館
内
施
設
の
随
所
に

反
映
さ
れ
て
い
る
が
、
今
後
、
さ
ら
に
重
要
性

を
増
し
て
い
く
点
で
あ
る
。

収
蔵
庫
ス
ペ
ー
ス
が
カ
ギ

―
収
蔵
品
の
充
実
を
―

さ
て
、
博
物
館
と
し
て
大
切
な
こ
と
は
何
だ

ろ
う
か
。
世
界
で
最
初
の
鉄
道
と
言
わ
れ
る
の

は
、
リ
バ
プ
ー
ル
・
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
鉄
道
だ

が
、
実
は
そ
の
開
業
以
前
に
、
ス
ト
ッ
ク
ト
ン
・

ダ
ー
リ
ン
ト
ン
鉄
道
が
、
貨
客
の
有
償
輸
送
を

手
掛
け
て
い
た
。
そ
れ
を
記
念
し
て
設
立
さ
れ

た
博
物
館
は
、
収
蔵
物
の
価
値
が
高
い
も
の
の
、

残
念
な
が
ら
寂せ

き
り
ょ
う寥

感
漂
う
施
設
で
あ
っ
た
。
展

示
物
を
入
れ
替
え
ず
、
レ
イ
ア
ウ
ト
を
壊
れ
た

ま
ま
に
し
て
い
た
の
で
は
、
来
場
者
は
一
歩
足

を
踏
み
入
れ
る
と
同
時
に
退
屈
に
な
る
。

英
国
の
中
小
博
物
館
は
、
概
し
て
収
蔵
物
を

何
か
ら
何
ま
で
脈
絡
な
く
展
示
す
る
傾
向
が
あ

る
。
一
方
で
、
日
本
の
博
物
館
は
、
収
蔵
物
の

数
が
少
な
く
、
展
示
物
そ
の
も
の
が
貧
弱
な
傾

向
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
垣
内
恵
美
子

「
日
本
の
博
物
館
の
今
」『
運
輸
と
経
済
』

２
０
０
７
年
１
月
）。
博
物
館
と
は
、
そ
の
名
の

通
り
、
豊
富
な
収
蔵
物
を
保
有
し
て
、
そ
の
一

部
を
供
覧
に
付
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

た
く
さ
ん
の
収
蔵
物
を
持
て
ば
、
展
示
物
を

入
れ
替
え
る
こ
と
が
で
き
、
来
館
者
に
は
新
鮮

で
、
博
物
館
側
も
リ
ピ
ー
タ
ー
を
確
保
で
き

る
。
収
蔵
物
を
こ
と
ご
と
く
展
示
し
た
の
で

は
、
来
館
者
は
い
き
な
り
収
蔵
庫
に
入
れ
ら
れ

た
よ
う
な
も
の
で
、
消
化
不
良
に
陥
り
興
味
を

失
っ
て
し
ま
う
。

博
物
館
が
魅
力
的
で
あ
り
続
け
る
た
め
に

は
、
豊
富
な
収
蔵
品
を
蒐
集
し
つ
つ
、
そ
れ
ら

を
適
切
に
選
択
し
て
、
目
新
し
い
展
示
を
構
成

す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
十
分
な

収
蔵
庫
ス
ペ
ー
ス
が
欠
か
せ
な

い
。
博
物
館
は
、
新
し
い
企
画

や
日
々
の
更
新
を
怠
る
と
、
す

ぐ
に
疲
弊
し
て
し
ま
う
も
の
で

あ
る
。

ニ
セ
モ
ノ
は
看
破
さ
れ
る

―
保
存
車
両
は
宝
物
―

い
か
に
お
金
を
か
け
て
造
っ

て
あ
っ
て
も
、
ニ
セ
モ
ノ
は
ニ

セ
モ
ノ
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
点

が
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
・
パ
ー

ク
と
博
物
館
の
違
い
で
あ
る
。

鉄
道
博
物
館
の
見
せ
場
は
、
実

物
の
保
存
車
両
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
が
、
例
え
、
ほ
と
ん
ど

動
か
さ
な
く
て
も
、
で
き
る
だ

け
動
態
保
存
を
心
掛
け
る
べ
き

で
あ
る
。

東
武
鉄
道
が
、
８
０
０
０
系

一
編
成
を
丸
ご
と
動
態
保
存
し

た
上
で
、
東
武
博
物
館
が
こ
れ

を
所
有
し
、
折
に
触
れ
て
本
線

上
で
営
業
運
転
す
る
試
み
は
、

従
来
な
し
得
な
か
っ
た
快
挙
と
い
っ
て
い
い
。
こ

の
電
車
は
、
高
度
成
長
期
に
増
加
を
続
け
る
旅

客
に
対
応
し
て
、
７
０
０
両
以
上
が
造
ら
れ
た
、

民
鉄
で
最
大
両
数
を
誇
る
通
勤
電
車
で
あ
る
。

大
量
の
通
勤
輸
送
と
い
う
本
来
の
使
命
を
果
た

し
た
車
両
を
保
存
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
。

大
井
川
鐵
道
が
厳
し
い
環
境
の
中
で
蒸
気
機

関
車
列
車
を
運
転
し
、
各
社
が
誇
っ
た
看
板
列

車
を
運
用
、
ラ
ッ
ク
式
鉄
道
ま
で
運
営
し
て
人

ジオラマでは、民鉄による沿線の宅地開発と街づくりを再現する（京王れーるランド）。
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気
が
あ
る
の
は
、
こ
れ
ら
が
す
べ
て
ホ
ン
モ
ノ

だ
か
ら
で
あ
る
。
三
岐
鉄
道
の
貨
物
鉄
道
博
物

館
、
秩
父
鉄
道
の
秩
父
鉄
道
車
両
公
園
、
嵯
峨

野
観
光
鉄
道
の
19
世
紀
ホ
ー
ル
な
ど
、
地
方
民

鉄
に
は
ユ
ニ
ー
ク
な
施
設
が
多
い
。
さ
ら
に
、

多
く
の
民
鉄
で
大
切
に
静
態
保
存
さ
れ
て
い
る

往
年
の
名
車
両
も
、
当
然
で
は
あ
る
が
ホ
ン
モ

ノ
で
あ
る
。

東
日
本
鉄
道
文
化
財
団
が
運
営
す
る
大
宮
の

鉄
道
博
物
館
に
は
、
松
本
電
鉄
（
現
・
ア
ル
ピ

コ
交
通
）
が
保
存
し
て
い
た
甲
武
鉄
道
の
電
車

が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
飯
田
町
・
御
茶
ノ
水
～

中
野
間
で
運
転
さ
れ
た
わ
が
国
初
の
都
市
高
速

電
車
（
ラ
ピ
ッ
ド
・
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
）
で
あ
る
。

い
わ
ば
通
勤
電
車
の
元
祖
だ
か
ら
、
意
義
深
い

展
示
物
で
あ
る
。
解
体
せ
ず
に
保
存
し
て
き
た

見
識
に
も
敬
意
を
表
し
た
い
。

旧
鉄
道
博
物
館
、
交
通
博
物
館
を
経
て
、
現

在
の
鉄
道
博
物
館
に
引
き
継
が
れ
た
１
号
機
関

車
は
、
島
原
鉄
道
が
保
有
し
て
い
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
顛
末
を
題
材
に
し
た
絵
本
は
、
ロ
ン

グ
セ
ラ
ー
に
な
っ
て
今
も
読
み
継
が
れ
て
い
る

（
阿
川
弘
之
：
文
、
岡
部
冬
彦
：
絵
『
き
か
ん

し
ゃ 

や
え
も
ん
』
１
９
５
９
年
、
岩
波
書
店
）。

鉄
道
博
物
館
に
は
、
津
軽
鉄
道
が
使
っ
た
旧
型

客
車
も
再
生
し
て
展
示
し
て
あ

る
。ホ

ン
モ
ノ
と
い
う
点
で
は
、
名

古
屋
鉄
道
が
造
っ
た
博
物
館
明
治

村
を
抜
き
に
語
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
ご
く

初
期
に
輸
入
さ
れ
た
蒸
気
機
関
車

と
、
ホ
ン
モ
ノ
の
木
造
古
典
客
車
、

そ
れ
に
わ
が
国
初
の
路
面
電
車

が
、
往
時
の
姿
の
ま
ま
営
業
運
転
し
て
い
る
。

本
格
的
な
オ
ー
プ
ン
・
エ
ア
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

に
し
て
初
め
て
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

鉄
道
と
不
動
産
が
車
の
両
輪

―
博
物
館
で
知
る
民
鉄
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
モ
デ
ル
―

　
子
ど
も
が
喜
び
、
お
母
さ
ん
が
納
得
し
、
収

蔵
庫
が
用
意
さ
れ
、
ホ
ン
モ
ノ
が
展
示
し
て
あ

る
。
そ
の
上
で
、
何
を
伝
え
る
べ
き
か
。

民
鉄
は
、
都
市
化
（
ア
ー
バ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
）
の
中
で
成
長
し
た
産
業
で
あ
る
。
模
式
化

し
て
言
え
ば
、
拡
大
す
る
都
市
域
に
合
わ
せ
て

鉄
道
の
新
線
を
建
設
し
、
住
宅
地
を
造
成
、
販

売
し
て
開
発
利
益
を
上
げ
、
新
線
の
建
設
費
を

賄
う
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
・
モ
デ
ル
で
成
長
し
た
。

大
都
市
の
郊
外
に
人
々
が
住
み
つ
く
よ
う
に

な
る
の
は
、
会
社
の
本
社
が
都
心
に
集
中
し
、

そ
こ
で
働
く
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
が
生
ま
れ
た
た

め
で
、
会
社
員
の
み
な
ら
ず
官
吏
や
将
校
な
ど

も
郊
外
生
活
組
と
な
っ
た
。

郊
外
が
都
市
化
す
る
以
前
に
も
、
旧
市
内
に

は
職
工
輸
送
と
い
う
通
勤
輸
送
が
あ
り
、
そ
れ

は
も
っ
ぱ
ら
路
面
電
車
が
担
っ
て
い
た
。
職
工

輸
送
は
、
当
時
の
工
員
や
丁
稚
の
勤
務
実
態
か

ら
、
早
朝
か
ら
深
夜
に
わ
た
る
長
時
間
の
営
業

を
電
車
に
も
強
い
る
も
の
で
、
積
み
残
し
が
常

態
化
す
る
ほ
ど
の
需
要
が
あ
っ
た
が
、
輸
送
単

位
が
小
さ
く
、
輸
送
距
離
が
短
い
た
め
、
効
率

的
と
は
言
え
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
郊
外
電
車
は
、
大
型
化
と

高
速
化
に
よ
り
、
輸
送
の
生
産
性
を
大
幅
に
引

き
上
げ
た
。
郊
外
電
鉄
は
、
需
要
の
創
造
を
一

か
ら
始
め
る
ビ
ジ
ネ
ス
で
あ
り
、
街
づ
く
り
と

一
体
の
も
の
で
あ
る
。
安
定
し
た
給
与
所
得
が

あ
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
顧
客
だ
か
ら
、
彼
ら
が

持
つ
旺
盛
な
消
費
意
欲
に
応
え
て
、
タ
ー
ミ
ナ

ル
に
デ
パ
ー
ト
を
造
り
、
終
点
側
に
は
余
暇
時

間
に
応
じ
た
娯
楽
施
設
を
造
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
民
鉄
の
姿
は
、
阪
急
電
鉄
の
小

林
一
三
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
と
い
う
の
が
通
説

で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
も
、
例
え
ば
阪
神
電
鉄

が
、
沿
線
に
住
宅
地
を
開
発
し
て
『
市
外
居
住

の
す
ゝ
め
』
を
発
行
し
、
販
促
に
用
い
て
い
た
。

阪
神
は
西
宮
、
阪
急
は
池
田
な
ど
の
住
宅
地
を

開
発
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
初
期
の
民
鉄
経
営
に

つ
い
て
は
、
小
林
一
三
記
念
館
、
宝
塚
歌
劇
の

殿
堂
、
池
田
文
庫
、
甲
子
園
歴
史
館
な
ど
の
施

設
で
、
そ
の
実
像
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

良
質
な
住
宅
を
勤
労
者
に

―
経
済
大
国
か
ら
生
活
大
国
へ
―

目
を
北
米
に
転
じ
れ
ば
、
日
本
よ
り
も
一
足

早
く
、
イ
ン
タ
ー
ア
ー
バ
ン
（
都
市
間
電
車
）

や
サ
バ
ー
バ
ン
（
郊
外
電
車
）
と
呼
ば
れ
る
電

鉄
会
社
が
、
盛
ん
に
住
宅
地
を
開
発
し
て
い
た
。

電
鉄
会
社
が
開
発
し
た
郊
外
住
宅
地
は
、
ト
ロ

リ
ー
・
サ
バ
ー
ブ
ス
と
呼
ば
れ
て
人
気
が
あ
っ

た
。
ト
ロ
リ
ー
は
、
集
電
装
置
の
こ
と
で
電
車

を
象
徴
し
て
お
り
、
サ
バ
ー
ブ
は
郊
外
だ
か
ら
、

電
鉄
郊
外
住
宅
地
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
住
宅
は
良
質
か
つ
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
な
価
格

で
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
底
流
に
は
欧
米
で
力

を
つ
け
て
い
た
住
宅
改
良
運
動
の
影
響
が
あ
る
。

産
業
革
命
期
の
労
働
者
が
暮
ら
し
た
惨
め
な

住
居
を
改
善
し
て
、
労
働
者
が
郊
外
で
快
適
に

暮
ら
せ
る
よ
う
に
と
考
え
出
さ
れ
た
の
が
ガ
ー

デ
ン
・
シ
テ
ィ
（
田
園
都
市
）
で
あ
る
。
最
初

の
ガ
ー
デ
ン
・
シ
テ
ィ
は
、
エ
ベ
ネ
ザ
ー
・
ハ

ワ
ー
ド
の
提
唱
で
、
ロ
ン
ド
ン
郊
外
の
レ
ッ
チ

ワ
ー
ス
に
誕
生
し
、
今
も
よ
く
原
形
を
と
ど
め

て
い
る
。

緑
が
多
く
、
買
い
物
が
便
利
で
、
ホ
ー
ル
や

遊
び
場
も
あ
る
快
適
な
設
計
だ
が
、
有
閑
階
級

向
け
の
高
級
住
宅
地
で
は
な
く
、
勤
労
者
の
た

め
の
住
宅
地
で
あ
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。
レ
ッ

チ
ワ
ー
ス
の
住
宅
地
内
に
は
、
ザ
・
ガ
ー
デ
ン

シ
テ
ィ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
い
う
小
さ
な
博
物

館
が
あ
り
、
ガ
ー
デ
ン
・
シ
テ
ィ
の
思
想
を
今

に
伝
え
て
い
る
。
ハ
ワ
ー
ド
の
主
張
は
、
そ
の

著
書
『
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
ー
ズ
・
オ
ブ
・
ト
ゥ

＝
モ
ロ
ー
』（
内
務
省
有
志
訳
１
９
０
７
年
、
長

素
連
訳
『
明
日
の
田
園
都
市
』
１
９
６
８
年
、

鹿
島
出
版
会
）
に
詳
し
い
。

ロ
ン
ド
ン
で
は
、
郊
外
線
と
地
下
鉄
を
運
営

す
る
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
鉄
道
と
、
そ
の
系
列
の

不
動
産
会
社
が
、
20
世
紀
の
初
め
に
メ
ト
ロ
ラ

ン
ド
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
で
住
宅
を
分
譲
し
た
。

メ
ト
ロ
ラ
ン
ド
は
、
質
の
良
い
住
宅
地
と
し
て

庶
民
に
人
気
が
あ
っ
た
。
住
宅
改
良
運
動
は
、

ベ
ア
ト
リ
ク
ス
・
ポ
タ
ー
で
有
名
な
自
然
保
護

運
動
や
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ピ
ア
ソ
ン
の
地
下
鉄

わが国初の地下鉄車両（地下鉄博物館）。
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計
画
な
ど
と
同
根
で
、
社
会
改
良
運
動
の
一
つ

で
あ
る
。

住
宅
改
良
運
動
と
い
っ
て
も
、
住
宅
の
資
産

価
値
を
減
衰
す
る
よ
う
な
仕
方
で
は
、
社
会
に

受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
住
環
境
を
良
く
し
、
住

宅
地
の
価
値
を
高
め
、
所
有
者
の
資
産
価
値
を

守
る
必
要
が
あ
る
。
勤
労
者
が
所
有
す
る
不
動

産
ま
で
投
機
の
対
象
と
し
て
い
る
よ
う
で
は
、

不
動
産
の
価
格
変
動
に
よ
る
経
済
的
打
撃
を
受

け
や
す
く
な
る
。
住
宅
の
資
産
価
値
を
上
げ
る

こ
と
と
、
生
活
の
質
を
上
げ
る
こ
と
は
、
共
存

し
得
る
目
標
で
あ
り
、
住
宅
改
良
運
動
は
、
そ

の
点
で
人
々
の
意
識
改
革
を
目
指
す
啓
蒙
運
動

で
も
あ
っ
た
。

ガ
ー
デ
ン
・
シ
テ
ィ
は
、
瞬
く
間
に
各
国
に

波
及
し
、
日
本
で
は
渋
沢
栄
一
が
田
園
都
市
株

式
会
社
を
設
立
し
た
。
田
園
都
市
株
式
会
社
は
、

目
蒲
電
鉄
と
共
に
東
急
電
鉄
の
母
体
と
な
る
不

動
産
会
社
で
、
洗
足
や
田
園
調
布
を
開
発
し
た
。

奇
し
く
も
東
京
で
は
関
東
大
震
災
が
発
生
し
、

市
内
に
住
む
人
々
の
郊
外
移
住
を
促
す
契
機
と

な
る
。

民
鉄
に
よ
る
沿
線
の
宅
地
開
発
は
、
第
二
次

大
戦
後
、
都
市
人
口
が
急
増
す
る
中
で
盛
大
に

進
め
ら
れ
た
が
、
や
が
て
新
線
建
設
に
見
合
う

だ
け
の
開
発
適
地
が
枯
渇
す
る
と
い
う
壁
に
突

き
当
た
る
。
不
動
産
事
業
は
、
宅
地
分
譲
か
ら

ビ
ル
経
営
へ
、
開
発
か
ら
再
開
発
へ
、
平
面
か

ら
立
体
へ
と
、
そ
の
姿
を
変
え
る
。

都
市
と
鉄
道
の
イ
ン
タ
ラ
ク
シ
ョ
ン

―
常
設
展
示
か
ら
見
え
て
く
る
テ
ー
マ
―

19
世
紀
末
以
降
、
都
市
の
人
口
が
ど
の
よ
う

に
推
移
し
た
か
。
こ
の
一
世
紀
余
り
の
間
に
は
、

工
業
化
、
第
二
次
大
戦
、
戦
後
復
興
、
高
度
成

長
、
大
都
市
集
中
、
総
人
口
の
減
少
な
ど
が
起

き
て
、
人
口
配
置
が
激
変
し
、
そ
れ
は
今
も
進

行
中
で
あ
る
。
各
社
線
の
沿
線
で
は
具
体
的
に

ど
う
い
う
形
で
定
住
人
口
が
変
化
し
た
で
あ
ろ

う
か
。

生
産
年
齢
人
口
の
量
的
な
変
化
、
こ
れ
が
鉄

道
事
業
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
が
、
そ
れ
と

並
ん
で
、
沿
線
居
住
者
の
質
的
な
変
貌
に
注
目

し
た
い
。
こ
れ
は
、
都
市
に
お
け
る
産
業
立
地

の
変
化
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
が
、
農
村
か
ら

住
宅
地
へ
、
工
場
の
立
地
か
ら
跡
地
の
再
開
発

へ
、
重
工
業
か
ら
知
識
集
約
型
産
業
へ
、
そ
こ

に
住
む
人
々
と
生
活
の
変
容
を
知
る
こ
と
が
、

地
域
社
会
の
将
来
を
展
望
す
る
こ
と
に
役
立
つ

に
違
い
な
い
。

民
鉄
は
通
勤
輸
送
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん

で
き
た
だ
ろ
う
か
。
高
度
成
長
期
に
急
増
し
た

需
要
、
そ
れ
も
朝
の
ピ
ー
ク
が
高
い
通
勤
需
要

に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
対
策
を
施
し
た
か
。

あ
ら
か
じ
め
在
庫
を
蓄
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

交
通
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
即
時
財
生
産
の
特
性
を

踏
ま
え
て
、
利
用
者
に
わ
か
り
や
す
く
説
明
す

る
こ
と
は
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。

住
宅
地
の
開
発
で
は
、
ガ
ー
デ
ン
・
シ
テ
ィ

の
流
れ
を
く
む
宅
地
開
発
の
コ
ン
セ
プ
ト
や
デ

ザ
イ
ン
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

戦
後
、
異
常
に
上
昇
を
続
け
た
地
価
の
影
響

で
、
理
想
的
な
住
環
境
を
実
現
し
た
と
ま
で
は

言
い
難
い
が
、
限
ら
れ
た
条
件
の
中
で
行
わ
れ

た
開
発
が
、
勤
労
者
の
生
活
と
経
済
成
長
を
支

え
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
成
果
と
課
題
を
押
さ
え

る
こ
と
が
郊
外
の
再
生
に
繋
が
る
。
こ
れ
ら
が

博
物
館
の
常
設
展
示
的
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。

民
鉄
の
博
物
館
で
、
路
線
網
の
拡
大
と
変
遷

を
時
系
列
で
示
し
た
路
線
図
を
見
か
け
る
。
こ

れ
は
〝
足
を
持
っ
た
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
と
し
て
の

民
鉄
の
歴
史
〟
を
語
り
継
ぐ
、
民
鉄
の
博
物
館

な
ら
で
は
の
展
示
で
あ
る
。

お
わ
り
に

―
魅
力
あ
る
郊
外
の
再
生
に
向
け
て
―

民
鉄
は
、
市
場
関
連
の
多
角
化
を
進
め
て
き

た
。
多
角
経
営
の
範
囲
は
、
都
市
で
生
活
す
る

人
々
の
ニ
ー
ズ
に
伴
っ
て
変
わ
っ
た
が
、
鉄
道

と
不
動
産
が
コ
ア
・
コ
ン
ピ
タ
ン
ス
で
あ
る
こ

と
に
違
い
な
く
、
こ
れ
は
今
後
も
変
わ
ら
な
い

だ
ろ
う
。

博
物
館
が
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
の
役
割
を
果
た
す

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
民
鉄
の
博
物
館
に

は
、
時
の
流
れ
に
翻
弄
さ
れ
、
散
逸
し
て
し

ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
貴
重
な
資
料
・
証
言
な

ど
が
、
民
間
企
業
・
団
体
に
よ
る
不
断
の
努
力

に
よ
っ
て
保
存
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
世

代
を
担
う
人
々
か
ら
の
問
い
掛
け
を
、
静
か
に

待
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
鉄
道
の
安
全
を
如
何
に
し
て
担
保

し
て
き
た
か
、
何
が
そ
れ
を
阻
害
す
る
要
因
に

な
っ
た
か
と
い
う
テ
ー
マ
を
選
べ
ば
、
新
人
教

育
に
資
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
安
全
か
ら
お
祭

り
ま
で
、
企
画
展
的
な
テ
ー
マ
は
い
く
ら
で
も

あ
り
、
他
者
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ

て
拡
充
で
き
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
む
し
ろ

そ
う
す
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

現
在
の
日
本
で
は
、
人
口
の
大
都
市
集
中
と

都
心
回
帰
が
進
ん
で
い
る
が
、
欧
米
に
は
、
都

市
化
と
共
に
、
反
都
市
化
（
カ
ウ
ン
タ
ー
・

ア
ー
バ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
）
と
い
う
根
強
い
潮

流
が
あ
る
こ
と
を
見
逃
せ
な
い
。
今
日
で
は
、

通
信
技
術
の
革
新
、
働
き
方
の
変
化
、
単
身
世

帯
の
増
加
が
、
反
都
市
化
を
進
め
る
要
因
に

な
っ
て
い
る
。
郊
外
を
都
市
内
と
同
質
化
す
る

の
で
は
な
く
、
郊
外
を
特
徴
あ
る
郊
外
と
し
て

再
生
す
る
サ
バ
ー
バ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う

試
み
も
あ
る
。
米
国
で
は
大
都
市
か
ら
周
辺
の

中
小
都
市
へ
移
動
す
る
若
年
人
口
が
増
え
て
い

る
と
い
う
。

工
場
労
働
者
の
大
量
輸
送
が
姿
を
消
し
た
よ

う
に
、
人
口
配
置
、
産
業
立
地
と
、
鉄
道
輸
送

は
刻
々
と
そ
の
姿
を
変
え
つ
つ
あ
る
。
都
心
回

帰
の
趨
勢
が
い
つ
ま
で
も
続
く
と
は
限
ら
な
い

か
ら
、
長
期
的
な
視
点
を
欠
か
さ
ず
に
、
事
態

の
変
化
に
柔
軟
に
対
処
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
魅
力
あ
る
郊
外
の
再
生
に
向
け
て
、
民
鉄

の
博
物
館
が
そ
の
役
割
の
一
端
を
担
う
こ
と
を

期
待
し
た
い
。

1920 年代製造の東武電車デハ1形（東武博物館）。
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鉄
道
産
業
文
化
遺
産
と
し
て
の
車
両
保
存

―
―
東
武
博
物
館
開
館
の
経
緯
を
お
話
し
い

た
だ
け
ま
す
か
。

山
田　

東
武
鉄
道
創
立
90
周
年
事
業
の
一
環

と
し
て
、
１
９
８
９
年
５
月
20
日
、
伊
勢
崎

線
（
現
・
東
武
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
ラ
イ
ン
）
東

向
島
駅
の
高
架
下
に
開
館
し
ま
し
た
。
交
通

文
化
の
さ
ら
な
る
普
及
・
浸
透
が
大
き
な
目

的
で
す
が
、
文
化
施
設
の
開
設
に
よ
り
、
日

頃
、
東
武
鉄
道
を
ご
利
用
く
だ
さ
る
お
客
さ

ま
に
、
利
益
を
還
元
す
る
と
い
う
意
味
合
い

も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
管
理
運
営
は
、
東

武
鉄
道
か
ら
委
託
さ
れ
、
一
般
財
団
法
人
東

武
博
物
館
が
行
っ
て
い
ま
す
。
入
館
者
数
は

年
間
10
～
15
万
人
で
、
２
０
１
７
年
３
月
時

点
で
３
０
０
万
人
を
数
え
ま
し
た
。

―
―
館
内
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
凝
ら
し

た
展
示
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
特
に
実
物

車
両
の
保
存
展
示
が
印
象
的
で
す
。

山
田　

取
捨
選
択
は
と
て
も
難
し
い
の
で
す

が
、
や
は
り
歴
史
的
価
値
の
高
い
車
両
や
人

気
が
あ
っ
た
車
両
な
ど
、
日
本
の
産
業
遺
産

と
し
て
価
値
の
高
い
貴
重
な
実
物
車
両
の
保

存
は
、
鉄
道
系
博
物
館
の
使
命
で
あ
る
と
考

え
て
い
ま
す
。

当
初
、
展
示
し
て
い
た
実
物
車
両
は
東
武

鉄
道
の
開
業
時
に
走
っ
て
い
た
蒸
気
機
関
車

２
両
と
初
の
電
車
な
ど
６
両
の
み
で
し
た
。

09
年
に
耐
震
補
強
を
は
じ
め
設
備
の
更
新
を

実
施
し
た
の
を
契
機
に
、
館
内
の
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
を
行
い
、
カ
ッ
ト
車
両
を
含
め
、
展
示

車
両
は
12
両
に
増
加
し
て
い
ま
す
。　
　
　

ち
ょ
う
ど
こ
の
年
は
東
武
鉄
道
の
創
立

１
１
１
年
に
当
た
り
、
こ
れ
を
記
念
し
て
、

既
に
あ
る
東
武
鉄
道
初
の
蒸
気
機
関
車
・
電

車
に
、
や
は
り
初
と
な
る
電
気
機
関
車
Ｅ
Ｄ

１
０
１
形
１
０
１
号
を
加
え
、
車
両
３
種
、

そ
れ
ぞ
れ
の
1
号
機
を
揃
え
よ
う
と
い
う
計

画
が
持
ち
上
が
り
、
実
現
し
ま
し
た
。
Ｅ
Ｄ

１
０
１
形
１
０
１
号
は
、
中
庭
に
屋
根
付
き

の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
を
整
備
し
て
展
示
し
て

い
ま
す
。
車
両
は
、
東
武
鉄
道
が
近
江
鉄
道

に
譲
渡
し
て
い
た
車
両
を
当
館
が
譲
り
受
け

ま
し
た
が
、
民
鉄
で
、
こ
れ
だ
け
自
社
の
１

号
機
を
揃
え
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
は

な
い
か
と
自
負
し
て
い
ま
す
。

現
在
、
鉄
道
業
に
限
ら
ず
、
産
業
文
化
遺

産
を
保
存
し
よ
う
と
い
う
動
き
は
さ
ま
ざ
ま

な
分
野
で
活
発
に
な
っ
て
お
り
、
企
業
系
博

物
館
も
増
え
て
い
ま
す
。
実
物
を
保
存
展
示

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
企
業
の
歴
史
を
語
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る
だ
け
で
は
な
い
、
日
本
文
化
の
歴
史
、
日

本
経
済
の
歴
史
を
語
り
継
い
で
い
く
こ
と
に

つ
な
が
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

実
物
を
そ
の
ま
ま
保
存
展
示
し
た
い
気
持

ち
は
非
常
に
強
い
の
で
す
が
、
ス
ペ
ー
ス
の

都
合
も
あ
り
、
苦
肉
の
策
と
し
て
、
前
面
部

だ
け
の
カ
ッ
ト
展
示
や
コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト

の
展
示
な
ど
も
行
っ
て
い
ま
す
。

―
―
実
際
に
電
車
に
乗
っ
て
、触
れ
て
、
実
感

で
き
る
体
験
型
の
展
示
も
多
い
よ
う
で
す
。

山
田　

体
験
型
展
示
は
当
館
の
特
色
で
も
あ

り
ま
す
。
実
際
に
乗
っ
て
、
触
れ
て
、
鉄
道

の
魅
力
を
知
っ
て
い
た
だ
く
。
そ
の
時
代
の

事
柄
を
実
感
し
て
い
た
だ
く
こ
と
も
可
能
に

な
り
ま
す
。

例
え
ば
、
最
初
の
電
車
デ
ハ
1
形
５
号
は

吊
り
革
の
位
置
が
今
よ
り
低
い
。
大
正
末
期

か
ら
昭
和
に
走
っ
て
い
た
電
車
で
す
か
ら
、

当
時
の
日
本
人
の
平
均
身
長
も
現
代
と
は
差

異
が
あ
る
。
そ
の
差
が
実
感
で
き
ま
す
。
ま

た
、
１
９
６
０
年
に
登
場
し
た
１
７ 

２
０
系
の
デ
ラ
ッ
ク
ス
ロ
マ
ン
ス
カ
ー
は
、

当
時
、
日
光
へ
向
か
う
外
国
人
の
お
客
さ
ま

が
多
か
っ
た
た
め
シ
ー
ト
ピ
ッ
チ
が
広
い
。

こ
う
し
た
こ
と
も
実
際
に
乗
っ
て
、
触
れ
て

み
な
い
と
実
感
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

―
―
一
方
で
、鉄
道
は｢

人
の
力
」
で
動
い
て

い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

山
田　

パ
ン
タ
グ
ラ
フ
や
台
車
な
ど
を
展
示

し
て
い
る
「
電
車
の
走
る
し
く
み
」
の
コ
ー

ナ
ー
で
は
、
そ
う
実
感
し
て
い
た
だ
け
る
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
東
武
鉄
道
車
両

の
Ｏ
ゲ
ー
ジ
模
型
を
運
転
で
き
る
ジ
オ
ラ
マ

コ
ー
ナ
ー
で
は
、
東
武
鉄
道
が
実
際
に
使
用

し
て
い
る
保
安
シ
ス
テ
ム
を
そ
の
ま
ま
再
現

し
て
お
り
、
前
に
電
車
が
い
た
り
、
踏
切
が

閉
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
電
車
が
止
ま
り
ま

す
。
ジ
オ
ラ
マ
を
楽
し
み
な
が
ら
、
保
安
シ

ス
テ
ム
を
学
ん
で
い
た
だ
け
ま
す
。
そ
の
ほ

か
「
パ
ノ
ラ
マ
シ
ョ
ー
」
で
は
、
東
武
鉄
道

車
両
の
Ｈ
Ｏ
ゲ
ー
ジ
模
型
が
約
１
８
０
両
走

行
し
て
、
東
武
鉄
道
の
１
日
を
紹
介
し
て
お

り
、
東
武
鉄
道
を
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
け

る
も
の
と
思
い
ま
す
。

Ｓ
Ｌ
の
動
態
保
存
を
手
掛
け
る

―
―
２
０
１
７
年
夏
に
は
、
蒸
気
機
関
車
の

Ｓ
Ｌ
「
大
樹
」
の
運
行
が
開
始
さ
れ
、
東
武

博
物
館
が
保
有
す
る
動
態
保
存
車
両
に
新
た

な
車
両
が
加
わ
り
ま
し
た
。

山
田　

日
光
・
鬼
怒
川
地
区
に
お
け
る
蒸
気

機
関
車
の
復
活
運
転
は
東
武
鉄
道
が
行
っ
て

い
る
も
の
で
、「
産
業
文
化
遺
産
の
保
存
と

活
用
」「
日
光
・
鬼
怒
川
地
区
の
活
性
化
」

「
東
北
復
興
支
援
の
一
助
」
を
目
的
と
し
て

事
業
が
計
画
さ
れ
ま
し
た
。「
産
業
文
化
遺

産
の
保
存
」
と
い
う
意
義
に
お
い
て
、
車
両

は
当
館
が
保
有
し
て
い
ま
す
。
蒸
気
機
関
車

Ｃ
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２
０
７
は
Ｊ
Ｒ
北
海
道
よ
り
借
り
受

け
、
車
掌
車
２
両
は
Ｊ
Ｒ
貨
物
と
Ｊ
Ｒ
西
日

本
、
客
車
は
Ｊ
Ｒ
四
国
よ
り
譲
り
受
け
ま
し

た
。
そ
の
ほ
か
、
東
武
鉄
道
で
は
デ
ィ
ー
ゼ

ル
機
関
車
を
Ｊ
Ｒ
東
日
本
か
ら
譲
り
受
け
ま

し
た
。

当
館
で
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
通
勤
車
両

と
し
て
お
客
さ
ま
に
親
し
ま
れ
た
、
東
武
鉄

道
を
代
表
す
る
電
車
８
０
０
０
系
８
１
１
１

編
成
を
12
年
に
動
態
保
存
化
し
て
お
り
、
各

種
イ
ベ
ン
ト
等
で
活
用
し
て
い
ま
す
。　

動
態
保
存
と
い
う
手
法
に
よ
り
、
実
物
車

両
の
保
存
と
活
用
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
今
後

も
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

―
―「
大
樹
」
の
運
行
は
鉄
道
事
業
者
の
連
携

と
い
う
点
で
も
関
心
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

山
田　
「
大
樹
」
は
、
車
両
は
Ｊ
Ｒ
５
社
に
ご

協
力
い
た
だ
き
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て

は
Ｊ
Ｒ
北
海
道
な
ど
に
、
乗
務
員
養
成
に
つ

い
て
は
真
岡
鐵
道
、
秩
父
鉄
道
、
大
井
川
鐵

道
か
ら
ご
支
援
や
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。
動
態
保
存
は
「
技
術
継
承
」
と
い
う

点
で
も
、非
常
に
重
要
だ
と
捉
え
て
い
ま
す
。

地
元
地
域
と
の
連
携

―
―
鉄
道
は
都
市
機
能
の
一

部
で
あ
り
、
沿
線
地
域
と
密

接
に
連
携
を
取
っ
て
い
ま
す
。

博
物
館
と
し
て
、
地
元
地
域

と
ど
の
よ
う
な
関
係
性
を
築

い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

山
田　

当
館
の
あ
る
東
向
島

地
区
は
、
ま
ち
と
し
て
の
歴

史
が
古
く
、
人
間
関
係
の
濃

い
、
い
わ
ゆ
る
下
町
と
い
う

土
地
柄
で
す
。
そ
う
し
た
下

町
の
特
色
を
大
切
に
し
て
、

地
元
地
域
と
の
交
流
を
深
め

る
活
動
を
で
き
る
限
り
行
っ

て
い
ま
す
。
館
内
に
あ
る

「
向
島
サ
テ
ラ
イ
ト
」
で
は
、

地
元
地
域
の
名
所
や
文
学
に

ゆ
か
り
の
あ
る
場
所
を
ご
紹
介
し
、
神
輿
や

伝
統
的
工
芸
品
も
展
示
し
て
い
ま
す
。
鉄
道

系
の
博
物
館
が
こ
れ
だ
け
の
規
模
の
地
域
の

情
報
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
す
る
の
は
珍
し
い
と

思
い
ま
す
。

地
元
商
店
会
の
活
動
も
活
発
で
、
当
館
か

ら
商
店
会
に
お
声
掛
け
し
、
土
日
祝
日
に
館

内
で
地
元
地
域
の
名
産
品
を
販
売
し
た
り
も

し
て
い
ま
す
。
当
館
も
商
店
会
の
一
員
で
す

か
ら
、
商
店
会
の
活
動
に
は
可
能
な
範
囲
で

協
力
し
て
い
ま
す
。

ユ
ニ
ー
ク
な
と
こ
ろ
で
は
、
農
家
が
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
商
店
会
が
昔
こ
の
地
域

で
栽
培
さ
れ
、
今
で
は
幻
の
江
戸
野
菜
と
も
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言
わ
れ
る
「
寺
島
な
す
」
を
復
活
さ
せ
て
、

毎
年
収
穫
で
き
る
ま
で
に
し
て
い
ま
す
。
そ

れ
を
使
っ
た
名
産
品
も
生
ま
れ
、
各
地
の
商

店
会
か
ら
、
視
察
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

―
―
地
域
文
化
が
豊
か
な
土
壌
で
す
ね
。

山
田　

永
井
荷
風
の
小
説
『
濹
東
綺
譚
』
で

有
名
で
す
が
、
こ
こ
は
、
か
つ
て
は
玉
ノ
井

と
呼
ば
れ
て
い
た
地
区
で
、
小
説
に
も
登
場

す
る
「
玉
の
井
館
」
を
は
じ
め
、
大
正
か
ら

終
戦
に
か
け
て
、
寄
席
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

し
た
。
玉
の
井
館
の
創
業
者
の
ご
一
族
を
訪

ね
、
往
時
の
様
子
を
聞
き
取
り
、
14
年
か
ら

「
玉
の
井
館
演
芸
会
」
と
称
し
て
、
当
館
主

催
で
寄
席
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
来
館
者
の

評
判
は
上
々
で
、
や
は
り
こ
の
土
地
に
は
、

こ
う
し
た
も
の
が
と
て
も
よ
く
似
合
う
よ
う

に
思
い
ま
す
。

東
武
鉄
道
は
路
線
の
歴
史
が
古
く
、
昔
か

ら
沿
線
地
域
に
お
住
ま
い
の
方
が
多
い
の

で
、
お
客
さ
ま
と
の
つ
な
が
り
が
と
て
も
深

い
。
地
元
地
域
と
密
接
に
連
携
し
、
協
力
し

合
う
こ
と
は
企
業
風
土
に
も
土
地
の
風
土
に

も
合
っ
て
い
る
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

―
―
東
京
・
墨
田
区
に
は
、
ほ
か
に
も
企
業

系
博
物
館
が
あ
り
、
各
館
と
連
携
さ
れ
て
い

る
と
お
聞
き
し
て
い
ま
す
。

山
田　

墨
田
区
に
は
、
当
館
の
ほ
か
企
業
系

博
物
館
の
花
王
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
セ
イ
コ
ー

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館
、

郵
政
博
物
館
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
生
活

密
着
産
業
の
博
物
館
で
、
16
年
５
月
に
「
す

み
だ
企
業
博
物
館
連
携
協
議
会
」
を
発
足
し

て
、「
産
業
文
化
遺
産
を
い
い
形
で
保
存
し

よ
う
」
と
い
う
志
を
共
有
し
て
情
報
交
換
や

交
流
を
行
っ
て
い
ま
す
。

1
日
に
５
館
は
難
し
い
が
２
館
ぐ
ら
い
な

ら
回
っ
て
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
と
、
モ
デ
ル

コ
ー
ス
を
つ
く
っ
て
紹
介
し
た
り
、
５
館
共

通
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
案
内
小
冊
子
の
作

成
、
配
布
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
18
年
度

は
「
明
治
１
５
０
年
」
の
共
通
テ
ー
マ
で
各

館
が
特
別
展
を
開
催
す
る
予
定
で
す
。

公
益
事
業
と
し
て
館
外
活
動
に
取
り
組
む

―
―
東
武
博
物
館
で
は
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
な

ど
に
も
取
り
組
ま
れ
て
い
る
と
伺
っ
て
い
ま

す
。
博
物
館
と
ス
ポ
ー
ツ
の
組
み
合
わ
せ
も

非
常
に
新
し
く
感
じ
ま
す
。

山
田　

当
館
で
は
、
地
域
の
文
化
振
興
に
貢

献
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
当
館
館
内

ホ
ー
ル
で
毎
年
10
回
程
度
、
無
料
の
講
演
会

「
向
島
文
化
サ
ロ
ン
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

文
化
だ
け
で
は
な
く
ス
ポ
ー
ツ
に
も
貢
献
し

よ
う
と
、
08
年
度
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
振
興
事
業

を
開
始
し
ま
し
た
。
東
武
鉄
道
沿
線
の
小
学

５
年
生
ま
で
の
児
童
を
対
象
に
、
野
球
大
会

と
サ
ッ
カ
ー
大
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
沿

線
を
幾
つ
か
の
エ
リ
ア
に
分
け
て
、
合
わ
せ

て
毎
年
９
大
会
行
い
ま
す
。
野
球
大
会
で
は

参
加
賞
と
し
て
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
を
贈
呈
し
て
い

る
ん
で
す
よ
。
大
会
会
場
へ
の
移
動
に
鉄
道

や
バ
ス
を
使
っ
て
も
ら
っ
て
、
交
通
機
関
利

用
の
知
識
や
交
通
マ
ナ
ー
に
触
れ
て
も
ら
い

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

博
物
館
だ
け
で
開
催
す
る
の
は
不
可
能
な

の
で
、
各
地
域
の
連
盟
な
ど
関
係
諸
団
体
の

全
面
的
な
協
力
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
ま
た

東
武
鉄
道
の
社
員
な
ど
多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
協
力
に
支
え
ら
れ
、
毎
回
、
円
滑
な
大
会

運
営
が
で
き
て
い
ま
す
。
表
彰
式
で
は
制
服

姿
の
現
業
長
な
ど
が
子
ど
も
た
ち
に
メ
ダ
ル

を
か
け
る
の
で
す
が
、と
て
も
喜
ば
れ
ま
す
。

―
―
鉄
道
文
化
、
地
域
文
化
や
ス
ポ
ー
ツ
振

興
と
、
本
当
に
多
岐
に
わ
た
る
活
動
を
さ
れ

て
い
る
ん
で
す
ね
。

山
田　

館
内
展
示
と
、
一
般
財
団
法
人
と
し

て
の
「
向
島
文
化
サ
ロ
ン
」
や
ス
ポ
ー
ツ
振

興
な
ど
公
益
事
業
の
活
動
、
こ
の
両
方
を
き

ち
ん
と
や
っ
て
い
る
の
が
当
館
の
最
大
の
特

徴
だ
と
思
い
ま
す
。
鉄
道
は
や
は
り
地
域
と

と
も
に
あ
る
も
の
で
す
し
、
特
に
東
武
鉄
道

沿
線
に
は
「
自
分
の
ま
ち
の
鉄
道
」
と
い
う

強
い
意
識
を
お
持
ち
の
方
が
多
い
で
す
か
ら
。

―
―
６
年
前
に
山
田
館
長
が
就
任
さ
れ
て
以

来
、
取
り
組
む
分
野
を
広
げ
た
の
で
す
か
。

山
田　

以
前
は
も
う
少
し
鉄
道
色
が
強
か
っ

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ス
ポ
ー
ツ
振
興
事
業

な
ど
も
私
が
就
任
す
る
前
か
ら
行
っ
て
い
ま

し
た
が
、
だ
ん
だ
ん
拡
大
し
て
き
ま
し
た
ね
。

や
は
り
公
益
性
を
高
め
た
い
と
い
う
思
い

が
あ
り
ま
し
た
し
、
館
内
ス
ペ
ー
ス
に
は
限

り
が
あ
り
、
展
示
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
は
も
う

飽
和
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
悩
み
が
あ

り
ま
す
。
展
示
を
増
設
で
き
な
い
分
だ
け
、

違
う
形
で
い
か
に
新
し
い
も
の
を
取
り
入
れ

て
い
く
か
を
常
に
考
え
て
い
ま
す
。
館
外
活

動
や
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
も

そ
う
い
っ
た
意
味
で
行
っ
て
い
る
も
の
で
、

鉄
道
以
外
の
活
動
も
必
然
的
に
増
え
て
き
ま

し
た
。
け
れ
ど
も
ど
の
活
動
も
、「
鉄
道
の

沿
線
の
皆
さ
ま
と
と
も
に
」
と
い
う
思
い
が

ベ
ー
ス
に
あ
る
こ
と
は
一
貫
し
て
い
ま
す
。

―
―
地
域
と
の
強
い
結
び
付
き
の
ほ
か
、
他

の
鉄
道
系
博
物
館
と
は
ど
の
よ
う
な
連
携
を

取
ら
れ
て
い
ま
す
か
。

山
田　

大
手
民
鉄
関
連
の
鉄
道
系
博
物
館
で

は
「
地
下
鉄
博
物
館
」
や
「
電
車
と
バ
ス
の

博
物
館
」
と
情
報
交
換
を
し
て
い
ま
す
。
３

館
と
も
限
ら
れ
た
展
示
ス
ペ
ー
ス
の
中
で
、

い
か
に
展
示
内
容
を
充
実
さ
せ
て
い
く
か
と

い
う
共
通
の
課
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。
産
業

文
化
遺
産
の
保
存
と
い
う
使
命
を
い
か
に
果

た
し
て
い
く
か
が
一
番
大
き
な
命
題
で
す
。

当
館
で
は
、
体
感
型
・
体
験
型
の
展
示
と

す
る
こ
と
を
基
本
に
、
保
存
車
両
を
館
外
で

実
際
に
運
行
す
る
動
態
保
存
を
加
え
、「
参

加
す
る
・
学
ぶ
・
遊
ぶ
」
博
物
館
を
目
指
し

て
い
ま
す
。
一
般
財
団
法
人
と
し
て
の
公
益

性
の
高
い
活
動
も
大
切
に
し
な
が
ら
、
総
合

的
に
、
博
物
館
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
展
示
博

物
館
の
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
に
新
し
い
こ
と
を

ど
ん
ど
ん
手
掛
け
て
い
き
た
い
で
す
ね
。
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長く東武鉄道で活躍した貨物列車のＥ
Ｄ 5015 号電気機関車、見事にレスト
アされた1951年製のキャブオーバーバ
ス、日光明智平ロープウェイのゴンドラ
など、「時代を担った主役たち」が並ぶ。

中庭のプラットホームに展示された「けご
ん」のヘッドマークを掲げた日光・鬼怒川
線特急 5700 系。その奥には、東武鉄道
初の電気機関車 ED101形 101号が並ぶ。

博物館前には、日光軌道線の 203 号連接車
（左）、1720 系デラックスロマンスカーの先頭部
（上）が展示されている。館内から、屋外展示
された両車の車内に入ることができる。

東武鉄道初の蒸気機関車 B1形 5号。1日4 回、汽笛を鳴らし動輪を回転させる「SL ショー」を開催している。

1924 年に浅草（現・とうきょうスカイツリー）－西新井間の電化に伴い新造された
東武鉄道初の電車デハ 1 形 5 号を展示。車内の見学もできる。

10030 型運転シミュレーター。Ｏゲージ運転コーナーでは 2 両編成の電車を運転
し、信号システムも学習できる。

東向島駅ホーム下にある窓から、レール位置
の目線で走行する電車を見学できるウォッチ
ングプロムナード。

東武鉄道の広大な路線や１日の走行風景を大
パノラマで紹介。模型電車の運転もできる。

●最寄り駅　東武スカイツリーライン 東向島駅（駅隣）
●開館時間　10：00 ～ 16：30（入館は 16：00 まで）
●休館日　毎週月曜日（祝休日の場合は翌日）・年末年始
●入館料　4 歳から中学生 100 円、大人 200 円

東京都墨田区東向島 4-28-16

1

東武の幕開け

時代を担っ
た主役たち

東武のあゆみ

安全・快適にはこぶ

リアルタイム

関東平
野にひろがる東武

路線総延長 463.3㎞（現在）の東武鉄道が創業 90 周
年を記念して、1989 年に開館した。館内を８つのエ
リアに分けて構成、東武鉄道の歴史や文化、役割を
紹介している。東武鉄道で実際に使われた蒸気・電
気機関車、電車やバスの実物車両、記念物などを展
示。交通の仕組みを実際に見て、触れて、体感でき
るよう電車・バスの運転シミュレーター、ジオラマ
などを展示している。

東武博物館



日
本
の
地
下
鉄
の
歴
史
を
伝
え
る

―
―
開
館
か
ら
30
年
以
上
の
歴
史
を
お
持
ち

で
す
。
ま
ず
開
館
の
経
緯
か
ら
教
え
て
い
た

だ
け
ま
す
か
。

賀
山　

地
下
鉄
博
物
館
の
運
営
主
体
で
あ
る

公
益
財
団
法
人
メ
ト
ロ
文
化
財
団
（
当
初
は

財
団
法
人
地
下
鉄
互
助
会
）
は
１
９
８
３
年

３
月
、
公
益
事
業
の
一
層
の
充
実
、
拡
大
を

図
る
と
と
も
に
公
益
事
業
の
柱
と
す
る
た

め
、
地
下
鉄
博
物
館
の
建
設
を
計
画
、「
地

下
鉄
に
関
す
る
資
料
収
集
班
」
を
結
成
し
、

資
料
収
集
や
保
存
な
ど
の
準
備
を
開
始
し
ま

し
た
。

当
時
の
帝
都
高
速
度
交
通
営
団
の
全
面
的

な
協
力
を
得
て
、
85
年
に
建
設
着
工
し
、
86

年
７
月
12
日
、
営
団
地
下
鉄
東
西
線
葛
西
駅

の
高
架
下
に
、
日
本
初
の
地
下
鉄
博
物
館
を

開
館
し
ま
し
た
。
２
０
１
６
年
に
開
館
30
周

年
を
迎
え
て
い
ま
す
。

―
―
地
下
鉄
博
物
館
は
博
物
館
法
に
基
づ
く

博
物
館
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

賀
山　

博
物
館
法
に
基
づ
く
博
物
館
と
し
て

１
９
８
７
年
４
月
に
登
録
さ
れ
、
ま
た
前
年

の
86
年
に
は
財
団
法
人
日
本
博
物
館
協
会
、

全
国
科
学
博
物
館
協
議
会
、
東
京
都
博
物
館

協
議
会
に
加
盟
し
て
い
ま
す
。
開
館
以
来
の

入
館
者
数
も
順
調
に
推
移
し
て
、
２
０
０
９

年
に
は
３
０
０
万
人
、
16
年
に
は
４
０
０
万

人
を
達
成
し
ま
し
た
。

日
本
博
物
館
協
会
で
は
、
年
に
1
回
、
全

国
博
物
館
館
長
会
議
を
開
催
し
て
い
ま
す

が
、
そ
う
し
た
交
流
の
中
で
い
つ
も
改
め
て

考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
は
「
博
物
館
と
し
て
の

使
命
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
地
下
鉄

博
物
館
と
し
て
、
地
下
鉄
に
関
す
る
も
の
を

漠
然
と
展
示
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
々

の
テ
ー
マ
を
よ
り
明
確
に
し
て
来
館
者
に
伝

え
て
い
く
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
そ
う
し
た
お
考
え
の
も
と
、
展
示
方
法

の
見
直
し
も
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

賀
山　

東
西
線
橋
脚
の
耐
震
補
強
工
事
に
合

わ
せ
て
、
博
物
館
の
建
物
や
展
示
物
の
改
装

を
行
い
、
03
年
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン

し
ま
し
た
。
展
示
内
容
と
し
て
の
大
き
な
変

化
は
、
丸
ノ
内
線
３
０
０
形
第
１
号
車
を
入

れ
た
こ
と
で
す
。
開
館
時
か
ら
展
示
し
て
い

る
日
本
で
最
初
の
地
下
鉄
車
両
（
現
在
の
銀

座
線
）
１
０
０
１
号
車
に
つ
い
て
は
、
車
内

を
常
設
公
開
し
て
い
ま
し
た
が
、
重
要
文
化

財
の
指
定
を
受
け
、
特
別
日
を
設
け
て
公
開

す
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
車
両
の
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日本では珍しい地下鉄に特化した「地下鉄博物館」は、帝都高速度
交通営団時代の公益事業として 1986 年に開設され、現在は、東京
地下鉄グループの公益財団法人メトロ文化財団が運営している。
1927 年に日本で初めて開業して以来、都市交通として重要な役割
を果たしてきた地下鉄の歴史と技術を、アカデミック性とアミューズ
メント性の両面から伝え続けている。
地下鉄博物館の賀山弘之館長にお話を伺った。

都市交通としての
地下鉄を
アカデミックに伝える。

INTERVIEW.II

文◉茶木　環　撮影◉織本知之

地下鉄博物館

公益財団法人 メトロ文化財団 常務理事
地下鉄博物館 館長

賀山弘之
Hiroyuki KAYAMA



フ
ァ
ン
は
多
く
、
年
配
の
方
が
車
両
を
前
に

お
孫
さ
ん
に
昔
の
こ
と
を
お
話
し
す
る
光
景

も
時
お
り
見
か
け
ま
す
。
博
物
館
の
展
示
内

容
に
加
え
て
、
来
館
者
に
よ
っ
て
生
き
た
歴

史
が
そ
こ
で
語
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら

も
実
車
展
示
が
よ
り
意
義
深
い
も
の
と
な
り

ま
し
た
。

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
よ
り
、
従
前
に
加
え
て

「
遊
び
」「
体
験
」
の
要
素
を
取
り
入
れ
、
地

下
鉄
が
都
市
生
活
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割

を
担
っ
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
動

い
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
守
ら

れ
て
い
る
の
か
な
ど
を
、「
み
て
、
ふ
れ
て
、

動
か
し
て
理
解
す
る
」
コ
ン
セ
プ
ト
の
参
加

型
博
物
館
と
な
り
ま
し
た
。

―
―
館
内
で
は
ど
の
よ
う
な
展
示
を
さ
れ
て

い
ま
す
か
。

賀
山　

公
益
財
団
法
人
が
運
営
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
、
東
京
メ
ト
ロ
だ
け
で
は
な

く
、
他
都
市
も
含
め
た
日
本
の
地
下
鉄
の
歴

史
や
技
術
の
紹
介
を
す
る
な
ど
、
幅
広
く
展

示
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
東
京
メ
ト
ロ
関

連
の
資
料
が
多
く
を
占
め
ま
す
が
、
東
京
メ

ト
ロ
を
例
と
し
て
地
下
鉄
を
考
え
る
よ
う
な

展
示
を
常
に
心
掛
け
て
い
ま
す
。

そ
し
て
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
性
を
重
視
す
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
日

本
最
初
の
地
下
鉄
車
両
と
な
る
東
京
地
下
鉄

道
の
１
０
０
１
号
車
と
丸
ノ
内
線
３
０
１
号

車
、
東
京
地
下
鉄
道
と
と
も
に
今
日
の
銀
座

線
を
つ
く
っ
た
東
京
高
速
鉄
道
の
最
初
の
車

両
１
２
９
号
車
な
ど
の
実
車
展
示
に
よ
り
、

日
本
の
地
下
鉄
の
成
り
立
ち
や
発
展
の
歴
史

を
直
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
１
０
０
１

号
車
や
１
２
９
号
車
、
そ
れ
に
タ
ー
ン
ス
タ

イ
ル
の
自
動
改
札
機
な
ど
当
館
の
五
つ
の
展

示
物
は
近
代
化
産
業
遺
産
に
指
定
さ
れ
て
お

り
、
１
０
０
１
号
車
は
昨
年
の
９
月
、
国
の

重
要
文
化
財
に
も
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

約
90
年
前
、
地
下
鉄
の
父
と
も
言
わ
れ
る

早
川
徳
次
が
、
地
下
に
安
全
に
車
両
を
走
ら

せ
る
た
め
に
奔
走
し
、
つ
く
っ
た
地
下
鉄

を
、
現
代
に
受
け
継
ぎ
、「
文
化
財
」
と
し

て
い
か
に
守
り
有
効
に
活
か
し
て
い
く
か

が
、
当
館
の
使
命
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま

す
。

―
―
歴
史
を
体
感
で
き
る
と
い
う
の
は
大
き

な
意
義
が
あ
り
ま
す
ね
。

賀
山　

博
物
館
法
に
基
づ
く
当
館
は
、
歴
史

博
物
館
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
歴
史

博
物
館
と
し
て
展
示
物
の
充
実
を
図
っ
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
。
来
館
者
の

年
齢
層
は
幅
広
い
で
す
し
、
訪
日
外
国
人
の

来
館
者
も
増
え
、
多
言
語
で
の
対
応
が
必
要

に
な
っ
て
い
ま
す
。
多
様
な
来
館
者
に
対
し

て
、
十
分
に
対
応
し
得
る
充
実
し
た
展
示
、

解
説
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

建
設
と
安
全
の
技
術
を
知
る

―
―
歴
史
の
伝
承
の
一
方
で
、「
地
下
鉄
を
つ

く
る
」
や
「
地
下
鉄
を
ま
も
る
」
コ
ー
ナ
ー

で
は
、
通
常
の
鉄
道
利
用
で
は
見
え
な
い
部

分
に
光
が
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

賀
山　

04
年
に
営
団
地
下
鉄
が
民
営
化
さ

れ
、
13
号
線
（
現
・
副
都
心
線
）
の
建
設
も

終
了
し
た
こ
と
か
ら
、
50
有
余
年
に
お
よ
ぶ

地
下
鉄
建
設
の
記
念
碑
と
し
て
13
号
線
シ
ー

ル
ド
マ
シ
ン
カ
ッ
タ
ー
デ
ィ
ス
ク
を
常
設
展

示
す
る
計
画
を
立
て
、
06
年
に
実
現
し
ま
し

た
。
直
径
が
６
・
８
ｍ
、
重
量
が
18
ト
ン
も

あ
る
も
の
で
搬
入
に
は
苦
心
し
ま
し
た
が
、

地
下
鉄
建
設
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
さ
を
象
徴
す

る
展
示
だ
と
思
い
ま
す
。
併
せ
て
ど
の
よ
う

に
地
下
鉄
を
つ
く
っ
て
い
る
の
か
、
３
Ｄ
シ

ア
タ
ー
の
立
体
的
な
映
像
で
ご
理
解
い
た
だ

け
ま
す
。

ま
た
、「
地
下
鉄
を
ま
も
る
」
コ
ー
ナ
ー

の
ト
ン
ネ
ル
内
部
に
設
置
さ
れ
て
い
る
施
設

の
展
示
で
は
、
地
下
鉄
の
安
全
が
ど
の
よ
う

に
し
て
担
保
さ
れ
て
い
る
か
、
よ
く
お
分
か

り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

―
―
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
な
ど
体

験
型
の
施
設
も
充
実
し
て
い
ま
す

ね
。

賀
山　

展
示
に
つ
い
て
は
、
ア
カ
デ

ミ
ッ
ク
性
と
と
も
に
も
う
一
つ
重
要

視
し
て
い
る
の
が
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト

性
で
す
。「
地
下
鉄
プ
レ
イ
ラ
ン
ド
」

で
は
電
車
を
運
転
で
き
る
シ
ミ
ュ

レ
ー
タ
ー
が
人
気
を
呼
ん
で
い
ま
す
。

「
メ
ト
ロ
パ
ノ
ラ
マ
」
で
は
東
京
の
地

下
を
ど
の
よ
う
に
電
車
が
走
っ
て
い

る
の
か
、
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
し
、

「
ミ
ニ
ジ
オ
ラ
マ
」
で
は
来
館
者
の
方

に
も
車
両
を
動
か
し
て
い
た
だ
け
ま

す
。
さ
ら
に
総
合
指
令
所
体
験
も
で
き
ま
す

の
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
か
ら
鉄
道
の
仕
事
を

知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

地
下
鉄
の
背
景
を
伝
え
る
特
別
展

―
―
常
設
展
示
と
は
異
な
る
切
り
口
で
、
特

別
展
も
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

賀
山 

「
地
下
鉄
建
設
工
法
の
変
遷
展
」
や

「
車
両
技
術
の
変
遷
展
」、「
丸
ノ
内
線
全
通

50
周
年
」
や
「
東
西
線
開
業
と
沿
線
地
域
発

展
の
軌
跡
展
」
な
ど
、
常
設
展
示
の
補
完
的

な
意
味
合
い
と
詳
細
な
歴
史
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
年
に
３
回
、
特
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特別展「地下鉄開通 90 周年展」では創業者である早川徳次ゆかりの品々を公開した。



別
展
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

17
年
12
月
30
日
に
日
本
の
地
下
鉄
が
開
通

90
周
年
を
迎
え
た
こ
と
か
ら
、
12
月
２
日
か

ら
翌
18
年
１
月
28
日
ま
で
の
間
は
、「
地
下

鉄
開
通
90
周
年
展
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
東

京
の
地
下
に
夢
を
求
め
て
、
創
業
者
の
早
川

徳
次
が
何
を
実
現
し
て
い
っ
た
か
。
そ
の
思

い
の
強
さ
を
展
示
で
伝
え
た
か
っ
た
で
す
ね
。

私
自
身
も
山
梨
の
ご
実
家
に
足
を
運
ん
で
さ

ま
ざ
ま
な
資
料
を
お
借
り
し
て
き
ま
し
た
。

―
―
地
下
鉄
が
発
達
し
て
い
っ
た
背
景
と
な

る
社
会
の
動
き
、
ま
た
携
わ
っ
た
人
々
を
知

る
こ
と
で
、
よ
り
総
合
的
に
理
解
が
深
ま
り

ま
す
。

賀
山　

そ
う
で
す
。
地
下
鉄
が
社
会
の
中
で

交
通
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を

果
た
し
て
き
た
か
。
そ
の
時
代
は
ど
う
い
う

時
代
だ
っ
た
か
。
そ
し
て
、
人
々
は
ど
ん
な

苦
労
を
し
な
が
ら
達
成
し
て
き
た
の
か
。
常

設
展
に
お
い
て
も
「
地
下
鉄
の
あ
ゆ
み
」
を

歴
史
年
表
と
と
も
に
展
示
し
て
い
ま
す
が
、

テ
ー
マ
性
の
高
い
特
別
展
を
開
催
し
て
、
よ

り
詳
細
な
歴
史
を
伝
え
続
け
て
い
く
こ
と

は
、
ま
さ
に
当
館
の
大
き
な
使
命
で
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。

学
芸
員
資
格
の
教
育
実
習
受
け
入
れ
も

―
―
先
程
お
話
し
に
な
ら
れ
た
博
物
館
法
に

基
づ
く
博
物
館
と
し
て
の
活
動
に
つ
い
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

賀
山　

05
年
か
ら
近
郊
の
中
学
校
の
要
請
に

お
応
え
し
て
、
職
場
体
験
学
習
を
受
け
入
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
地
方
の
中
学
校
が
修
学
旅

行
の
一
環
と
し
て
行
う
グ
ル
ー
プ
見
学
で

は
、
学
芸
員
が
付
い
て
解
説
し
、
教
育
実
習

活
動
に
協
力
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
１
９
８ 

９
年
か
ら
は
、
学
芸
員
の
資
格
取
得
の
た
め

の
博
物
館
実
習
の
受
け
入
れ
を
行
っ
て
お

り
、
２
０
１
７
年
ま
で
に
42
大
学
、
１
７
３

人
を
受
け
入
れ
ま
し
た
。

―
―
海
外
か
ら
の
視
察
も
多
い
の
で
す
か
。

賀
山　

え
え
。
特
に
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
の
新

興
国
に
お
い
て
、
わ
が
国
の
最
先
端
の
鉄
道

技
術
に
関
心
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
当
館
で

は
、
日
本
の
地
下
鉄
に
つ
い
て
の
知
識
、
技

術
を
視
察
で
き
ま
す
。
外
国
の
行
政
や
鉄
道

関
係
者
の
訪
問
者
に
対
し
て
は
、
積
極
的
な

受
け
入
れ
と
対
応
を
心
掛
け
て
お
り
、
昨
年

も
韓
国
や
ト
ル
コ
、
タ
イ
な
ど
か
ら
視
察
が

あ
り
ま
し
た
。

―
―
博
物
館
以
外
で
の
活
動
に
つ
い
て
は
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

賀
山　

財
団
の
業
務
で
あ
る
交
通
文
化
事
業

と
し
て
、
メ
ト
ロ
コ
ン
サ
ー
ト
の
開
催
や
映

画
の
上
映
、
小
学
生
を
対
象
に
し
た
絵
画

展
、
写
真
や
文
学
な
ど
の
作
品
を
展
示
す
る

メ
ト
ロ
文
化
展
な
ど
を
当
館
で
実
施
し
て
い

ま
す
。

ま
た
、
交
通
マ
ナ
ー
や
地
下
鉄
の
知
識
を

身
に
付
け
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
に
、
小
学

生
を
対
象
に
「
鉄
道
教
室
」
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
東
京
メ
ト
ロ
の
協
力
を
得
て
、
駅
を

見
学
し
、
運
転
士
や
車
掌
の
仕
事
を
見
た

後
、
地
下
鉄
博
物
館
で
説
明
を
受
け
る
内
容

で
す
。
さ
ら
に
地
域
支
援
活
動
の
一
環
と
し

て
は
、
講
義
を
行
う
出
張
セ
ミ
ナ
ー
や
資
料

の
貸
し
出
し
な
ど
も
行
っ
て
い
ま
す
。

最
近
で
は
、
葛
西
警
察
署
を
中
心
と
す
る

葛
西
地
区
の
テ
ロ
対
策
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
も

参
画
し
て
い
ま
す
。
文
化
財
防
火
デ
ー
で

は
、
葛
西
消
防
署
が
当
館
の
１
０
０
１
号
車

が
重
要
文
化
財
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
火
炎
瓶

が
投
げ
ら
れ
た
と
い
う
想
定
で
訓
練
を
実
施

す
る
な
ど
、
地
域
と
の
つ
な
が
り
も
着
実
に

強
ま
っ
て
い
ま
す
。

―
―
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な

こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

賀
山　

や
は
り
地
下
鉄
博
物
館
の
認
知
度

ア
ッ
プ
で
す
。
地
下
鉄
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し

て
い
る
人
で
も
、
博
物
館
の
存
在
を
知
ら
な

い
方
が
多
い
。
Ｐ
Ｒ
用
の
ポ
ス
タ
ー
や
チ
ラ

シ
を
制
作
し
た
り
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
Ｈ

Ｐ
）、
ツ
イ
ッ
タ
ー
を
開
設
す
る
な
ど
、
広

告
宣
伝
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
最
近

で
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
存
在
を
知
っ
た
と
い

う
訪
日
外
国
人
も
多
く
、
情
報
発
信
に
力
を

入
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
対
応
と
し
て
は
、

展
示
物
に
英
語
と
日
本
語
の
解
説
を
付
け
、

部
分
的
に
は
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
入
れ
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
を
さ
ら
に
多
言
語
化
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
Ｈ
Ｐ
は
、
英
語
と
中
国

語
の
繁
体
字
・
簡
体
字
、
韓
国
語
で
閲
覧
で

き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

実
は
04
年
に
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

「
ぎ
ん
ち
ゃ
ん
」「
ま
る
ち
ゃ
ん
」
を
制
作

し
、
15
年
に
は
着
ぐ
る
み
を
つ
く
り
、
認
知

さ
れ
る
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
ソ
ン
グ
も
つ
く
り

ま
し
た
。
館
内
の
定
時
放
送
で
流
し
、
イ
ベ

ン
ト
な
ど
で
も
使
用
し
て
い
ま
す
。

―
―
誰
に
で
も
利
用
し
や
す
い
こ
と
を
目
指

す
の
は
鉄
道
に
共
通
し
て
い
ま
す
ね
。　

賀
山　

そ
う
で
す
ね
。
常
に
「
博
物
館
と
し

て
の
使
命
は
何
か
」
を
考
え
な
が
ら
、
現
状

維
持
に
甘
ん
じ
る
こ
と
な
く
、
展
示
内
容
や

展
示
方
法
に
工
夫
を
凝
ら
し
、
来
館
者
が
楽

し
ん
で
学
べ
る
施
設
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て

い
ま
す
。　

ま
た
、
当
館
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
収
蔵
資
料

が
あ
り
、
例
え
ば
鉄
道
用
具
機
器
な
ら
改
札

鋏
や
乗
車
券
集
改
札
ボ
ッ
ク
ス
、
運
転
士
鞄

や
ブ
レ
ー
キ
ハ
ン
ド
ル
、
合
図
灯
な
ど
多
岐

に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
に
も
乗
車

券
や
制
服
、
視
聴
覚
資
料
な
ど
、
日
本
の
地

下
鉄
の
歴
史
を
網
羅
す
る
あ
ら
ゆ
る
資
料
が

揃
っ
て
い
ま
す
。
資
料
や
画
像
の
一
部
は
、

「
メ
ト
ロ
ア
ー
カ
イ
ブ
」
と
し
て
Ｈ
Ｐ
で
公

開
し
て
い
ま
す
が
、
当
館
に
在
籍
す
る
５
人

の
学
芸
員
は
、
鉄
道
事
業
者
と
は
ま
た
異
な

る
視
点
で
「
鉄
道
文
化
」
に
焦
点
を
当
て
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
収
蔵
資
料
を
活
用
し
た

特
別
展
な
ど
当
館
な
ら
で
は
の
企
画
を
立

て
、
よ
り
充
実
し
た
博
物
館
活
動
を
行
っ
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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踏切音が鳴り、床面ステッカーも貼り付け、飛び出し注
意を促す。来館者の「安全確保」を細やかに配慮する。
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日本最初の地下鉄車両1001号車（現在の銀座線）と、丸ノ内線301号車が営業当時のままの姿で展示されている。

1001 号車は国の重要文化財に指定されている。特別公開日に限り、車内に入ることも可能（HP 参照）。

開業当初、使用されていたターンスタイルの自動改札機（再現品）。

地下空間の立体模型や副都心線の建設で使用した実物の「シールドマシンカッター
ディスク」も展示。

日々安全に走るために行われている取り組みを紹介。トンネル内の施設物等も紹介
している。

右は、1929年頃につくられたトンネル側壁の一部。

運転シミュレーターがある人気のコーナー。千代田線電車運転シ
ミュレーターでは、本物と同じ動揺装置付きの運転台で運転を体
験できる。

車両の仕組みや原理を学ぶコーナー。車両の
ドアの開け閉めやパンタグラフの操作などを
体験できる。

メトロパノラマは、模型電車が走り、東京の地
下にどのように電車が走っているかを知ること
ができる。

地下鉄車両のしくみ

地下鉄の歴史

地下鉄をつくる

地下鉄をまもる

地下鉄プレイランド

1986 年に開館した日本で初めての地下鉄博物館。懐
かしい地下鉄車両の展示や本物の運転台を使った運
転体験など、さまざまな展示を通して、地下鉄の歴
史から最新の技術まで「みて、ふれて、動かして」学
習できる参加型ミュージアムとなっている。日本と
世界の地下鉄についても展示があり、なじみのない
国内外の都市の地下鉄事情についても分かるように
なっている。

地下鉄博物館

●最寄り駅　東京メトロ東西線 葛西駅（葛西駅高架下）
●開館時間　10：00 ～ 17：00（入館は 16：30 まで）
●休館日　毎週月曜日（祝休日の場合は翌日）・年末年始
●入館料　４歳から中学生 100 円、大人 210 円

東京都江戸川区東葛西 6-3-1

2



開
館
10
年
未
満
で
１
０
０
万
人
が
来
館

―
―
開
館
直
後
か
ら
大
変
な
人
気
だ
っ
た
と

伺
っ
て
い
ま
す
が
、
開
館
の
経
緯
な
ど
か
ら

お
話
し
い
た
だ
け
ま
す
か
。

古
山　

東
急
電
鉄
の
創
業
60
周
年
事
業
の
一

環
と
し
て
、
１
９
８
２
年
、
田
園
都
市
線
高

津
駅
の
高
架
下
に
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
日
頃

ご
利
用
い
た
だ
い
て
い
る
沿
線
の
方
々
に
感

謝
を
伝
え
た
い
と
の
思
い
か
ら
で
し
た
が
、

大
変
な
人
気
で
、
オ
ー
プ
ン
か
ら
３
カ
月
も

経
た
な
い
う
ち
に
来
館
者
が
10
万
人
を
超
え
、

90
年
に
は
１
０
０
万
人
を
突
破
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
大
井
町
線
の
溝
の
口
延
伸
に
伴

う
複
々
線
化
工
事
の
た
め
、
２
０
０
３
年
に

現
在
の
宮
崎
台
駅
に
移
転
し
ま
し
た
。
移
転

か
ら
さ
ら
に
10
年
以
上
が
経
過
し
て
老
朽
化

が
目
立
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
16
年
２
月
に

館
内
展
示
や
施
設
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
行
っ

て
い
ま
す
。

―
―
ど
の
よ
う
な
コ
ン
セ
プ
ト
で
運
営
さ
れ

て
い
る
の
で
す
か
。

古
山　

入
館
口
に
記
さ
れ
て
い
る
故
五
島
昇

の
言
葉
の
通
り
、
人
や
物
を
運
ぶ
輸
送
と
い

う
仕
事
は
、
人
々
の
暮
ら
し
の
中
で
大
き
な

役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
鉄
道
や
バ
ス
な

ど
の
大
量
高
速
交
通
の
発
達
に
伴
っ
て
、
都

市
と
経
済
は
飛
躍
的
に
発
展
し
て
き
ま
し

た
。
こ
の
博
物
館
は
、
子
ど
も
た
ち
に
交
通

と
ま
ち
づ
く
り
の
関
係
を
理
解
し
、
さ
ら
に

正
し
い
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
培
っ
て
も

ら
う
こ
と
を
願
っ
て
開
館
し
て
い
ま
す
。

そ
の
想
い
は
現
在
も
変
わ
る
こ
と
な
く
、

鉄
道
や
バ
ス
の
仕
事
、
設
備
を
、
気
軽
に

「
見
て
、
触
れ
て
、
体
験
」
で
き
る
博
物
館

を
コ
ン
セ
プ
ト
に
運
営
し
て
い
ま
す
。

―
―
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
館
内
展
示
に

な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

古
山　

高
架
下
の
斜
面
に
建
つ
４
階
建
て
の

Ａ
棟
と
、
Ａ
棟
と
道
路
を
隔
て
て
Ｂ
棟
が
あ

り
ま
す
。
本
館
に
当
た
る
Ａ
棟
は
、
宮
崎
台

駅
改
札
前
か
ら
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
通
路
で
直
結

し
て
お
り
、
博
物
館
入
り
口
は
４
階
部
分
に

当
た
り
ま
す
。
１
階
入
り
口
も
あ
り
ま
す
。

館
内
は
、
入
館
口
の
下
の
３
階
に
七
つ
の

展
示
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る
「
パ
ノ
ラ
マ
ワ
ー
ル

ド
」、２
階
が
実
物
車
両
を
展
示
す
る「
ゾ
ー

ン
３
４
５
０
」、
1
階
が
電
車
や
バ
ス
の
運

転
を
体
験
で
き
る
「
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
ワ
ー

ル
ド
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
Ｂ
棟
に
は
、
主

に
低
年
齢
の
子
ど
も
た
ち
を
対
象
に
し
た

「
キ
ッ
ズ
ワ
ー
ル
ド
」
を
設
け
て
い
ま
す
。
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民鉄文化の伝承と発信
［民営鉄道の博物館・資料館 ― その使命と役割―］

東急電鉄が管理運営する「電車とバスの博物館」が開館したのは
1982 年。当時、首都圏で鉄道に関する博物館と言えば、「交通博物
館」（2006 年に閉館）がほぼ唯一で、民鉄による博物館の開館は大
きな注目を集めた。
輸送という仕事の重要性、都市交通とまちづくりの関係を、子どもた
ちに分かりやすく正しく伝える。交通文化を学ぶ、その展示内容は高
い評価を得て、博物館は「電バス」の愛称で広く親しまれている。

体験型施設で
まちづくりと
交通機能を学ぶ。

INTERVIEW.III

電車とバスの博物館　館長
（株式会社東急レールウェイサービス 業務部）

古山昌明
Masaaki FURUYAMA

文◉茶木　環　撮影◉織本知之

電車とバスの博物館



実
車
展
示
は
、
ゾ
ー
ン
３
４
５
０
に
往
年

の
名
車
デ
ハ
３
４
５
０
形
の
先
頭
車
を
展
示

し
て
い
る
ほ
か
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
ワ
ー
ル

ド
に
往
年
の
東
急
バ
ス
２
台
と
、
１
９
６
９

年
に
廃
止
さ
れ
た
玉
川
線
で
活
躍
し
た
デ
ハ

２
０
０
形
２
両
編
成
を
展
示
し
て
い
ま
す
。　

ま
た
、
キ
ッ
ズ
ワ
ー
ル
ド
に
は
「
澁
谷
・

櫻
木
町
」
の
ヘ
ッ
ド
マ
ー
ク
を
つ
け
た
モ
ハ

５
１
０
形
、
日
本
エ
ア
シ
ス
テ
ム
で
使
わ
れ

て
い
た
戦
後
初
の
国
産
旅
客
機
Ｙ
Ｓ-

11
の

先
頭
部
カ
ッ
ト
モ
デ
ル
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

体
験
型
施
設
の
充
実
で
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

―
―
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
際
し
て
は
、
ど
の
よ

う
に
進
め
ら
れ
た
の
で
す
か
。

古
山　

ま
ず
最
初
に
、
お
客
さ
ま
の
ニ
ー
ズ

を
把
握
し
よ
う
と
来
館
者
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実

施
し
ま
し
た
。
年
齢
や
性
別
な
ど
の
属
性
、

来
館
の
動
機
や
頻
度
、
自
宅
の
最
寄
り
駅
や

交
通
手
段
、
好
き
な
コ
ン
テ
ン
ツ
、
博
物
館

に
対
す
る
リ
ク
エ
ス
ト
な
ど
を
調
査
し
て
、

そ
の
結
果
、
当
館
を
ご
利
用
に
な
る
お
客
さ

ま
の
多
く
は
「
田
園
都
市
線
沿
線
の
お
客
さ

ま
で
、
電
車
に
乗
っ
て
、
父
母
と
来
る
未
就

学
児
が
多
い
」「
リ
ピ
ー
タ
ー
が
多
い
」
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し

ま
し
た
。

―
―
小
さ
な
子
ど
も
た
ち
が
何
回
も
訪
れ
て
、

遊
び
な
が
ら
自
然
に
学
べ
る
施
設
で
す
ね
。

古
山　

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
冷
暖
房
が
完
備

さ
れ
た
屋
内
施
設
で
、
天
候
に
左
右
さ
れ
ず

に
安
心
し
て
遊
べ
る
と
い
う
利
点
が
高
く
評

価
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
一
方

で
、
展
示
コ
ー
ナ
ー
や
車
両
な
ど
の
コ
ン
テ

ン
ツ
が
古
い
、
マ
ン
ネ
リ
化
し
て
い
て
代
わ

り
映
え
し
な
い
と
い
う
意
見
も
多
か
っ
た
の

で
、｢

体
験
で
き
る
施
設
」を
テ
ー
マ
に
、｢

展

示
コ
ー
ナ
ー
の
充
実
」
と｢

コ
ン
テ
ン
ツ
の

更
新
」
を
二
本
柱
に
館
内
展
示
を
刷
新
し
ま

し
た
。

―
―
主
に
ど
の
よ
う
な
展
示
が
導
入
さ
れ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

古
山　

以
前
か
ら
評
価
を
い
た
だ
い
て
い
た

運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
で
は
、
幅
広
い
世
代

の
お
客
さ
ま
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う

に
、
さ
ら
に
多
彩
な
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー

を
整
備
し
て
い
き
ま
し
た
。

従
来
か
ら
設
置
し
て
い
た
８
０
９
０
系
運

転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
は
、
映
像
や
走
行
音
を

よ
り
忠
実
に
再
現
し
、
運
転
方
法
も
操
作
を

案
内
し
て
く
れ
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
モ
ー
ド
か
ら

ノ
ー
マ
ル
モ
ー
ド
、
朝
ラ
ッ
シ
ュ
の
時
間
帯

を
設
定
し
た
エ
キ
ス
パ
ー
ト

モ
ー
ド
ま
で
、
三
つ
の
難
易
度

を
選
択
で
き
る
よ
う
に
、
機
能

を
大
き
く
更
新
し
ま
し
た
。
ま

た
、
運
転
区
間
も
田
園
都
市

線
、
大
井
町
線
、
東
横
線
の
三

つ
の
路
線
が
あ
り
、
種
別
も
各

駅
停
車
、
特
急
、
急
行
を
用
意

し
て
い
ま
す
。
モ
ー
ド
や
路

線
、
種
別
に
選
択
肢
が
あ
り
、

終
了
後
に
は
採
点
が
出
た
り
す

る
な
ど
、
飽
き
ず
に
何
度
で
も

挑
戦
し
た
く
な
る
よ
う
な
工
夫

を
凝
ら
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
東
横
線
の
Ｃ
Ｇ
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー

も
２
台
新
設
し
ま
し
た
。
運
転
士
養
成
訓
練

に
使
用
し
て
い
る
Ｃ
Ｇ
ソ
フ
ト
を
子
ど
も
で

も
運
転
で
き
る
よ
う
に
改
良
し
た
も
の
で

す
。キ

ッ
ズ
ワ
ー
ル
ド
に
は
、
ベ
ン
チ
型
シ
ー

ト
に
親
子
が
並
ん
で
座
っ
て
運
転
で
き
る
キ 

ッ
ズ
・
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
を
設
置
し
ま
し
た
。

Ｈ
Ｏ
ゲ
ー
ジ
の
模
型
電
車
が
走
行
す
る
パ

ノ
ラ
マ
ワ
ー
ル
ド
の
「
パ
ノ
ラ
マ
シ
ア

タ
ー
」
に
も
、
新
機
軸
を
盛
り
込
み
ま
し

た
。
東
急
線
の
１
日
を
紹
介
す
る
背
景
映
像

を
新
た
に
つ
く
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｍ
は
鉄
道
ミ
ュ
ー

ジ
シ
ャ
ン
で
知
ら
れ
る
向
谷
実
さ
ん
が
作
曲

し
て
い
ま
す
。
東
急
線
の
運
転
士
な
ど
鉄
道

マ
ン
の
仕
事
を
紹
介
す
る
短
編
映
画
も
併
せ

て
上
映
し
て
い
ま
す
。

―
―
実
車
展
示
で
も
、
実
際
に
乗
車
し
て
操

作
が
体
験
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

古
山　

デ
ハ
３
４
５
０
形
は
台
車
と
セ
ッ
ト

で
展
示
し
て
お
り
、
ノ
ッ
チ
と
ブ
レ
ー
キ
の

操
作
で
車
輪
と
ブ
レ
ー
キ
を
動
か
す
こ
と
が

で
き
る
ほ
か
、
ド
ア
の
開
閉
、
車
内
放
送
マ

イ
ク
を
使
っ
て
車
掌
体
験
も
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
か
つ
て
沿
線
で
活
躍
し
て
い
た
小

型
バ
ス
の
東
急
コ
ー
チ
に
は
、
バ
ス
の
運
転

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

―
―
都
市
の
交
通
を
担
う
電
車
と
バ
ス
を
一

体
的
に
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
大
き
な
特
色

に
な
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。

古
山　

電
車
と
バ
ス
は
都
市
の
交
通
機
関
の

二
本
柱
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
東
急
グ
ル
ー

プ
は
、
地
域
の
住
宅
開
発
や
東
急
ス
ト
ア
、

東
急
百
貨
店
な
ど
商
業
施
設
の
充
実
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
に
、
各
部
門
が
一
体
と
な
っ

て
、
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
み
、
鉄
道
線
や

バ
ス
路
線
を
発
達
さ
せ
て
き
ま
し
た
。
ま
ち

づ
く
り
と
電
車
・
バ
ス
に
は
密
接
な
関
係
が

あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
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民鉄文化の伝承と発信
［民営鉄道の博物館・資料館―その使命と役割―］

エントランスに掲げられた銘板。五島昇社長（当時）の開館の言葉が
記されている。

電車とバスの博物館 1 階エントランス。東急各線のラインカラーに塗
り分けた 8 色の柵が楽しい。ベビーカー置き場も用意されている。



ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
生
活
に
身
近
な
電
車
と
バ
ス
と
い
う
交

通
手
段
を
通
し
て
、
自
分
た
ち
の
ま
ち
を
改

め
て
意
識
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

古
山　

田
園
都
市
線
沿
線
に
お
住
ま
い
の

方
々
が
多
く
ご
来
館
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
、

お
そ
ら
く
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
実
車
展
示

し
て
い
る
東
急
コ
ー
チ
は
、
今
で
言
う
デ
マ

ン
ド
バ
ス
で
、
停
留
所
以
外
で
も
乗
降
で
き

ま
し
た
。
年
配
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
、

こ
の
バ
ス
を
見
て
「
あ
あ
、
懐
か
し
い
」
と

お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
皆
さ
ん
と
一
緒
に
刻
ま

れ
て
き
た
歴
史
を
感
じ
る
瞬
間
で
す
ね
。
展

示
し
て
よ
か
っ
た
な
と
思
い
ま
す
。

今
年
で
開
館
36
年
を
迎
え
る
当
館
は
、
開

館
時
に
子
ど
も
だ
っ
た
世
代
が
お
父
さ
ん
、

お
母
さ
ん
に
な
っ
て
子
ど
も
連
れ
で
来
館
し

て
く
だ
さ
る
お
客
さ
ま
が
本
当
に
多
い
ん
で

す
。
祖
父
・
祖
母
と
三
世
代
で
お
越
し
に
な

る
お
客
さ
ま
も
多
い
。
ま
た
次
の
世
代
へ
と

つ
な
げ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
沿
線
の
お

客
さ
ま
に
親
し
ま
れ
る
施
設
と
し
て
、
期
待

に
応
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

D
EN

BU
S N

IG
H

T
 M

U
SEU

M

イ
ベ
ン

ト
を
開
催

―
―
「
大
人
も
面
白
い
」
で
は
な
く
、「
大
人

だ
か
ら
こ
そ
面
白
い
」
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
は

あ
り
ま
す
か
。

古
山　

少
し
変
わ
っ
た
イ
ベ
ン
ト
な
ん
で
す

が
、「D

E
N

B
U

S N
IG

H
T

 M
U

SE
U

M

」

を
開
催
し
て
い
ま
す
。
昼
間
は
や
は
り
子
ど

も
が
優
先
と
な
る
た
め
、「
大
人
も
も
っ
と

楽
し
み
た
い
」
と
い
う
声
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
と
い
う
こ
と
で
、
20
歳
以
上
の
人

を
対
象
に
会
費
制
で
、
大
人
だ
け
で
博
物
館

を
貸
し
切
り
、
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
ナ
イ
ト

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
企
画
で
す
。
社
員
を
対
象

に
実
験
的
に
実
施
し
て
み
た
と
こ
ろ
好
評

で
、
一
般
の
企
画
と
し
て
実
現
し
ま
し
た
。

警
備
な
ど
の
問
題
も
あ
り
ま
す
の
で
、
80

人
ぐ
ら
い
に
限
定
し
て
、
普
段
は
有
料
の
シ

ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
や
Ｎ
ゲ
ー
ジ
パ
ー
ク
も
無
料
で

開
放
し
ま
す
。
参
加
さ
れ
る
の
は
30
、
40
歳

代
の
方
が
多
い
の
で
す
が
、
土
曜
日
に
開
催

す
る
と
、
東
急
沿
線
だ
け
で
は
な
く
、
首
都

圏
以
外
の
遠
方
か
ら
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

―
―
同
じ
展
示
で
も
、
大
人
に
は
大
人
な
り

の
楽
し
み
方
が
で
き
そ
う
で
す
。

古
山　

そ
う
で
す
ね
。
パ
ノ
ラ
マ
ワ
ー
ル
ド

に
は
、
か
つ
て
の
高
津
駅
を
再
現
し
た
「
東

急
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
旧
型
電
車
を
イ
メ
ー
ジ
し
た

コ
ー
ナ
ー
で
鉄
道
関
係
の
書
籍
や
雑
誌
を
ご

覧
い
た
だ
け
る
「
ミ
ニ
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」

が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
コ
ー
ナ
ー
の
周
辺
に
は

か
な
り
古
い
資
料
を
一
部
展
示
し
て
い
ま
す
。

昭
和
の
空
気
が
醸
し
出
さ
れ
て
い
て
、
こ

の
一
角
は
、
大
人
の
方
な
ら
で
は
の
楽
し
み

方
を
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

―
―
一
方
、
子
ど
も
向
け
の
展
示
で
は
、
鉄

道
や
バ
ス
の
仕
事
を
よ
り
深
く
理
解
し
て
も

ら
う
工
夫
も
さ
れ
て
い
ま
す
。

古
山　
「
電
車
の
し
ご
と
」
の
コ
ー
ナ
ー
で

は
、
運
転
士
や
車
掌
、
駅
員
の
仕
事
だ
け
で

は
な
く
、
普
段
、
子
ど
も
た
ち
の
目
に
触
れ

る
こ
と
の
な
い
保
線
や
電
気
技
術
員
の
仕
事

も
紹
介
し
て
い
ま
す
。
パ
ノ
ラ
マ
シ
ア
タ
ー

で
も
、
車
両
工
場
や
保
線
、
電
気
関
係
な
ど

の
仕
事
を
紹
介
し
た
映
像
を
上
映
し
て
、
鉄

道
を
支
え
る
仕
事
の
全
般
を
よ
り
深
く
理
解

し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
バ
ス
の
実
車
展
示
に
は
、
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
に
使
っ
て
い
た
道
具
類
を
一
緒
に
展

示
し
て
い
ま
す
。
お
客
さ
ま
に
は
な
か
な
か

見
て
い
た
だ
け
な
い
陰
の
努
力
を
感
じ
取
っ

て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

ま
す
。

―
―
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な

こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

古
山　

鉄
道
用
具
や
機
器
、
図
書
や
文
書
な

ど
、
収
蔵
品
を
整
理
し
て
展
示
す
る
機
会
が

な
い
の
で
、
こ
れ
か
ら
ど
う
や
っ
て
活
用
し

て
い
く
か
が
課
題
か
と
思
い
ま
す
。

イ
ベ
ン
ト
時
に
、
東
急
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

旧
高
津
駅
で
、
古
い
乗
車
券
類
を
ご
覧
い
た

だ
い
た
り
、
硬
券
に
日
付
け
を
入
れ
て
お
土

産
と
し
て
お
持
ち
帰
り
い
た
だ
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。
お
客
さ
ま
に
楽
し
ん
で
い
た

だ
け
る
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
て
、
そ
の
内
容

に
合
わ
せ
て
資
料
を
有
意
義
に
活
用
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
昨
年
、
池
上
線
90
周
年
記
念
行
事

と
し
て
開
催
さ
れ
た
「
池
上
線
フ
リ
ー
乗
車

デ
ー
」
は
大
変
な
賑
わ
い
で
し
た
が
、
今
年

は
当
館
主
催
で
池
上
線
の
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス

ト
を
開
催
し
ま
す
。
皆
さ
ま
か
ら
ご
応
募
い

た
だ
い
た
写
真
と
一
緒
に
、
当
館
の
資
料
も

展
示
し
て
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
考
え

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

―
―
他
の
大
手
民
鉄
の
博
物
館
で
あ
る
「
東

武
博
物
館
」
や
「
地
下
鉄
博
物
館
」
と
は
、

ど
の
よ
う
な
連
携
を
取
ら
れ
て
い
ま
す
か
。

古
山　

こ
こ
に
足
を
運
ば
れ
る
お
客
さ
ま

は
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
鉄
道
系
博
物
館
も
楽

し
ま
れ
て
い
ま
す
。
私
自
身
、
当
館
の
常
連

と
も
言
え
る
よ
う
な
お
客
さ
ま
に
地
下
鉄
博

物
館
で
お
会
い
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
が
あ
る
東
武
博
物
館
、

地
下
鉄
博
物
館
、
そ
し
て
当
館
と
３
館
を

回
っ
て
見
え
て
く
る
面
白
さ
も
あ
る
と
思
い

ま
す
。
東
武
博
物
館
と
地
下
鉄
博
物
館
と
は

定
期
的
に
営
業
や
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
対
応
に
関

す
る
情
報
交
換
を
し
て
お
り
、
い
ず
れ
ス
タ

ン
プ
ラ
リ
ー
の
よ
う
な
企
画
を
３
館
合
同
で

や
っ
て
み
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
形
で
連
携
を
取
り
な
が
ら
、
沿
線
の

方
々
に
愛
さ
れ
る
博
物
館
づ
く
り
を
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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ＨＯゲージの模型電車を運転できるジオラマ・シミュレーター。壁面には電
車のさまざまな仕事を解説するパネルが並ぶ。
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かつての玉川線を走ったデハ 200 形を展示。「渋谷⇔二子玉川園」の行先表示板を付けた 2 両編成の連結車
は、館内の休憩施設として利用できる。

昭和30～40年代の駅舎を再現した旧高津駅。出札窓口の内部など細かく再現している。

映像と音楽に合わせてＨＯゲージの模型電車が走るほか、東急マンの仕事を紹介した
短編映画を放映するパノラマシアター。

1930 年代に製造されていたモハ 510 形を
復元展示。車内も公開されている。

日本航空機製造ＹＳ -11-109「なると」の
カットボディ。

デハ 3450 形のカットボディと台車をセットで展示している。運転室内で台車を動かすなどの各種操作ができる。

沿線住民に親しまれた東急コーチの第 1 号車。運転シミュ
レーターが設置してあり、バス運転体験ができる。

8090系運転シミュレーター。３つの難易度の中から
好きな路線、種別を選択できる（有料：1回 300円）。

東横線ＣＧシミュレーター。運転士養成訓練にも使
われているものを子ども向けに改良。

ゾーン3450

キッズワールド

シミュレ
ーターワールド

パノラマワールド

東急電鉄創業 60 周年を記念して 1982 年に開設され
た鉄道とバスの保存展示施設。次世代を担う子ども
たちに、「交通とまちづくりの関係」を正しく伝える
ことをそのコンセプトとしている。2016 年 2 月に、
旧「博物館」をＡ館、旧「イベント館」をＢ館と改
め、館内設備を刷新、リニューアルオープンした。
充実した体験施設が特徴で、親子連れを中心に高い
人気を博している。

電車とバスの博物館

●最寄り駅　東急田園都市線 宮崎台駅（宮崎台駅直結）
●開館時間　10：00 ～ 16：30（入館は 16：00 まで）
●休館日　毎週木曜日（祝休日の場合は翌日）・年末年始
●入館料　3 歳から中学生 100 円、大人 200 円

神奈川県川崎市宮前区宮崎 2-10-12
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資
料
の
保
存
・
管
理
を
目
的
に
開
設

　
１
９
９
４
年
は
名
鉄
の
ル
ー
ツ
で
あ

る
愛
知
馬
車
鉄
道
の
創
立
１
０
０
周
年

と
な
る
節
目
の
年
に
当
た
る
。
そ
の
数

年
前
に
実
施
さ
れ
た
社
内
ア
ン
ケ
ー
ト

な
ど
の
結
果
か
ら
、
周
年
記
念
事
業
は

資
料
館
建
設
に
決
ま
っ
た
。

「
当
社
の
資
料
は
、
昭
和
30
年
代
に
社
史

編
纂
の
た
め
、
社
内
各
部
署
に
分
散
し
て
い

た
資
料
を
本
社
に
一
元
化
し
て
保
管
し
て
い

た
が
、
そ
の
後
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
部
署
で
資

料
が
収
集
・
保
管
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
う
し

た
現
状
に
あ
っ
て
、
貴
重
な
資
料
を
体
系
的

に
保
存
・
管
理
し
て
有
効
に
活
用
し
よ
う

と
、
資
料
館
建
設
案
が
挙
が
っ
た
」
と
鉄
道

事
業
本
部
計
画
部
の
脇
本
裕
司
業
務
教
育
課

長
は
経
緯
を
語
る
。

名
鉄
資
料
館
は
、
基
本
的
に
資
料
を
整
理

し
て
保
存
・
管
理
す
る
こ
と
が
目
的
だ
が
、

名
鉄
教
習
所
の
敷
地
内
に
あ
る
こ
と
か
ら
、

従
業
員
の
教
育
に
お
い
て
も
活
用
さ
れ
て
い

る
。
毎
年
４
、５
月
に
な
る
と
、
新
入
社
員
が

資
料
館
の
見
学
に
訪
れ
て
名
鉄
の
歴
史
を
勉

強
し
て
い
る
と
い
う
。名
鉄
の
関
係
者
で
な
く

と
も
、事
前
に
予
約
の
上
、
見
学
が
可
能
だ
。

来
館
者
は
年
間
２
０
０
０
人
、
う
ち
８
割

が
一
般
の
希
望
者
で
、
特
に
宣
伝
も
し
て
い

な
い
中
で
の
こ
の
比
率
は
、
鉄
道
の
歴
史
や

資
料
へ
の
関
心
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
。

各
部
署
や
個
人
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
資
料

名
鉄
資
料
館
の
ベ
ー
ス
と
な
る
資
料
は
、

本
社
で
保
管
し
て
い
た
社
史
編
纂
資
料
だ

が
、
開
館
に
当
た
っ
て
は
グ
ル
ー
プ
企
業
を

含
め
各
所
に
資
料
提
供
を
呼
び
掛
け
た
。

「
社
史
編
纂
の
際
に
、
創
業
に
関
わ
っ
た

方
々
の
親
族
な
ど
か
ら
文
書
類
を
借
り
、
そ

の
返
却
に
当
た
っ
て
『
そ
の
ま
ま
保
管
し
て

ほ
し
い
』
と
言
わ
れ
た
も
の
も
、
資
料
館
に

移
設
し
た
。
乗
車
券
な
ど
は
、
山
の
よ
う
に

集
ま
っ
た
」（
脇
本
課
長
）
と
い
う
。

Ｏ
Ｂ
を
は
じ
め
、
個
人
で
所
有
し
て
い
た

貴
重
な
資
料
も
多
い
。
写
真
を
中
心
に
、
社

章
や
社
報
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
ポ
ス
タ
ー
、

制
服
な
ど
。
中
に
は
戦
前
の
辞
令
や
給
与
が

記
さ
れ
た
書
類
な
ど
も
あ
り
、
名
鉄
を
支
え

て
き
た
多
く
の
社
員
の
素
顔
や
生
活
が
垣
間

見
え
、
そ
の
蓄
積
の
重
み
が
感
じ
ら
れ
る
。

道
具
や
機
械
類
、
廃
線
に
な
っ
た
路
線
の

使
わ
れ
な
く
な
っ
た
駅
名
標
や
行
先
表
示
な

ど
も
、
資
料
と
し
て
資
料
館
に
納
め
ら
れ
た
。

常
設
展
示
は
２
室
か
ら
な
り
、
第
1
展
示

室
に
は
、
名
鉄
１
２
４
年
の
歴
史
を
た
ど
る

乗
車
券
や
路
線
図
、『
愛
知
県
馬
車
鉄
道
の

敷
設
許
可
願
』
な
ど
、
主
に
文
書
類
が
展
示

さ
れ
て
い
る
。
全
国
の
鉄
道
沿
線
案
内
図
な

ど
約
１
６
０
０
点
の
鳥
瞰
図
を
描
い
た
吉
田

初
三
郎
の
作
品
や
、
１
９
６
１
年
に
登
場
し

た
パ
ノ
ラ
マ
カ
ー
の
先
頭
に
付
け
ら
れ
て
い
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1927（昭和 2）年に昭和天皇御召列
車を運行。「御召列車に関する達示」
や「御召列車運転記念メダル」、当
時のダイヤや社内報などが遺る。

出征する社員に贈られた「日の丸」。戦時
中のヒトコマ漫画なども展示されている。

第 1 展示室。明治時代からの資料や書類など貴重な品々がショーケースに展示
されている。

名古屋鉄道株式会社
鉄道事業本部 計画部　
業務教育課長兼教習所所長

脇本裕司
Hiroshi WAKIMOTO

名
鉄
資
料
館
は
名
古
屋
鉄
道
１
０
０
周
年

を
記
念
し
て
１
９
９
４
年
に
開
設
さ
れ

た
。
名
古
屋
鉄
道
に
関
す
る
貴
重
な
資
料

を
保
存
・
管
理
し
、
鉄
道
史
の
み
な
ら
ず

中
京
圏
の
産
業
史
も
俯
瞰
で
き
る
場
所
と

な
っ
て
い
る
。
企
業
博
物
館
で
は
あ
る

が
、
社
会
貢
献
活
動
の
一
環
と
し
て
、
資

料
公
開
に
も
対
応
し
て
い
る
。

情
報
提
供
と
い
う
形
で
の
地
域
貢
献
に
つ

い
て
、
鉄
道
事
業
本
部
計
画
部
の
脇
本
裕

司
業
務
教
育
課
長
に
伺
っ
た
。

膨
大
な
資
料
で

中
京
圏
の
鉄
道
史
を
伝
え
る
。

民
鉄
文
化
の
伝
承
と
発
信

［
民
営
鉄
道
の
博
物
館
・
資
料
館
―
そ
の
使
命
と
役
割
―
］

●最寄り駅　名鉄広見線 日本ライン今渡駅（徒歩 25 分）
●開館時間　10：00 ～ 17：00
●休館日　土・日曜日、祝日・年末年始
●入館料　無料　※事前予約制

岐阜県可児市川合北 2-158
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鉄
資
料
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／
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た
エ
ン
ブ
レ
ム
な
ど
も
第
１
展
示
室
に
展
示

さ
れ
て
い
る
。

第
２
展
示
室
に
は
、
土
木
・
車
両
・
電

気
・
運
転
な
ど
に
関
連
す
る
機
械
類
を
展

示
。
路
線
開
業
時
に
欧
米
か
ら
輸
入
し
て
い

た
レ
ー
ル
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
タ
ブ
レ
ッ
ト

閉
塞
機
、
旧
型
電
車
に
設
置
さ
れ
て
い
た
主

幹
制
御
器
や
往
年
の
列
車
の
ヘ
ッ
ド
マ
ー
ク

な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。

展
示
点
数
は
合
計
で
１
５
０
０
点
ほ
ど
だ

が
、
収
集
点
数
は
非
常
に
多
く
、
現
時
点
で

整
理
が
終
わ
っ
て
い
る
も
の
だ
け
で
も

３
万
５
０
０
０
点
に
及
ぶ
と
い
う
。
資
料
館

職
員
が
、
そ
れ
ら
の
整
理
や
デ
ー
タ
化
を
進

め
て
い
る
。
古
い
書
類
を
ス
キ
ャ
ニ
ン
グ
す

る
デ
ー
タ
化
は
か
な
り
の
苦
労
を
伴
う
が
、

寄
贈
者
の
名
前
も
記
載
し
て
、
展
示
の
際
に

は
寄
贈
者
名
も
併
せ
て
明
示
し
て
い
る
。

ア
ー
カ
イ
ブ
と
し
て
資
料
を
保
存
・
管
理

す
る
名
鉄
資
料
館
の
も
う
一
つ
の
役
割
に
、

情
報
提
供
が
あ
る
。
社
内
外
か
ら
寄
せ
ら
れ

る
名
鉄
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
に
対
応
し
て

い
る
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、
社
内
か
ら
は
「
記

念
乗
車
券
用
に
使
用
す
る
写
真
は
な
い
か
」。

外
部
か
ら
は
「
郷
土
資
料
館
で
開
催
す
る
鉄

道
展
に
写
真
や
情
報
を
提
供
し
て
も
ら
い
た

い
」
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
か
ら
の
要
望
が

届
く
。
こ
う
し
た
問
い
合
わ
せ
に
は
、
時
に

調
査
を
行
い
な
が
ら
資
料
を
提
供
し
、
丁
寧

な
対
応
を
行
っ
て
い
る
。

「
鉄
道
会
社
は
地
域
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

必
要
と
あ
れ
ば
き
ち
ん
と
し
た
情
報
を
提
供

す
る
。
そ
れ
が
名
鉄
資
料
館
が
担
う
地
域
貢

献
」
だ
と
脇
本
課
長
は
語
る
。

中
京
圏
の
産
業
の
歴
史
を
伝
え
る

名
鉄
の
歴
史
は
地
域
の
鉄
道
の
合
併
で
成

り
立
っ
て
い
る
。
１
９
３
５
年
に
愛
知
電
気

鉄
道
と
名
岐
鉄
道
が
合
併
、
そ
の
後
、
瀬
戸

電
気
鉄
道
・
竹
鼻
鉄
道
・
三
河
鉄
道
な
ど
、

愛
知
・
岐
阜
両
県
の
中
小
民
鉄
各
社
が
合
併

し
な
が
ら
、
現
在
の
名
鉄
の
長
大
な
路
線
網

が
構
築
さ
れ
て
き
た
。

「
現
在
の
お
客
さ
ま
の
中
に
は
名
鉄
の
歴

史
を
知
ら
ず
に
利
用
さ
れ
て
い
る
方
も
い

る
。
し
か
し
、
中
京
圏
に
は
古
く
か
ら
産
業

都
市
が
集
積
し
、
材
料
や
部
品
、
製
品
を
運

ぶ
こ
と
で
港
湾
や
鉄
道
が
整
備
さ
れ
、
発
達

し
て
き
た
。
つ
ま
り
中
京
圏
の
鉄
道
は
産
業

が
あ
っ
て
こ
そ
発
展
し
、
産
業
も
鉄
道
が

あ
っ
て
こ
そ
発
展
し
て
き
た
と
い
う
歴
史
が

あ
る
」（
脇
本
課
長
）

基
本
的
に
は
大
き
く
展
示
を
変
え
る
こ
と

は
な
い
が
、
各
路
線
の
周
年
記
念
な
ど
に
は

特
別
展
を
開
催
し
て
い
る
。「
名
鉄
の
電
気

機
関
車
『
デ
キ
』
写
真
展
」「
伊
勢
湾
台
風

と
名
鉄
電
車
」「
犬
山
線
開
通
１
０
０
周
年

記
念
展
」
な
ど
年
に
1
、
２
回
ほ
ど
の
ペ
ー

ス
で
開
催
、
調
査
活
動
を
行
う
。

「
名
鉄
資
料
館
は
社
史
と
は
ま
た
別
の
意

味
の
生
き
た
資
料
や
情
報
を
所
有
し
て
い

る
。
今
後
も
資
料
を
収
集
し
、
維
持
管
理
し

て
、
地
域
に
役
立
て
る
資
料
館
で
あ
り
た

い
」
と
脇
本
課
長
は
今
後
に
つ
い
て
語
る
。

多
彩
な
資
料
の
数
々
が
語
る
名
鉄
の
歴
史

と
中
京
圏
の
鉄
道
史
と
産
業
史
。
膨
大
な
資

料
の
中
に
潜
在
す
る
歴
史
や
物
語
は
ま
だ
多

く
、
今
後
も
語
ら
れ
続
け
て
い
く
だ
ろ
う
。
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民鉄文化の伝承と発信
［民営鉄道の博物館・資料館―その使命と役割―］

法人名称：公益財団法人明治村
●最寄り駅 名鉄犬山線 犬山駅（明治村行きバス終点）
●開村時間 9：30 ～ 17：00（季節・イベントにより変動あり）
●休村日 7/25 ～ 9/5 の毎週火曜日（8/14を除く）ほか（要確認）
●入村料 小・中学生 600 円、高校生 1,000 円、大学生・
 65 歳以上 1,300 円、大人 1,700 円

「博物館明治村」は、愛知県犬山市にあ
る野外博物館で、1965 年に開村した。
明治時代を中心とした 60 件を超える
歴史的建造物を移築・保存、うち 11
件は国の重要文化財に指定されている。
村内では、日本最古級の蒸気機関車・
路面電車の体験乗車が楽しめる。

愛知県犬山市字内山 1 番地

--- 名鉄のオープン・エア・ミュージアム ---

陸蒸気がいまも走る  博物館明治村

第 2 展示室。名鉄の歴史を物語る駅名標やヘッドマークなど鉄道用具機
器が所狭しと並べられている。

第 2 展示室のジオラマで
は、すでに引退した名鉄の
鉄道模型が走行する。

パノラマカーの先頭部に
付いていた行先種別表示
板。電動式、白帯特急車
の 2 種を展示している。

歴代の制服。女性の制服も展示されている。ＣＴＣ制御盤。平成元年まで小牧駅に設置されていた。上に展示されている
案内表示装置は、左が太田川駅、右が犬山駅に設置されていた。

明治・大正期から昭和 10 年代にかけての
乗車券。
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� 向山駅ミュージアム（青い森鉄道）

� ケハ601＆キハ203（ひたちなか海浜鉄道）

1 東武博物館（一般財団法人東武博物館）

2 地下鉄博物館（公益財団法人メトロ文化財団）

5 京王れーるランド（京王電鉄）

� 保谷電留線（西武鉄道）

� 貨物鉄道博物館（三岐鉄道）

� E102号機・ED222号機・DB25号機
　　（三岐鉄道） � 北府駅ギャラリー（福井鉄道）

� 電気機関車 テキ6（えちぜん鉄道）

� 高野山駅 2 階 資料展示コーナー
　　（南海電気鉄道）

� 南海思い出ミュージアム（南海電気鉄道）

� 19世紀ホール（嵯峨野観光鉄道）

� デハニ 50形 52号車（一畑電車）

� 阪神電車まなび基地（阪神電気鉄道）

� 2000系 2012号編成＆200形 206号
　　（山陽電気鉄道）

� おかでんミュージアム + 水戸岡鋭治デザイン
　　（岡山電気軌道）

3 電車とバスの博物館（東京急行電鉄）

� ロマンスカー SE（3000 形）（小田急電鉄）

� 京浜電気鉄道 デ51形&湘南電気鉄道 デ1形（京浜急行電鉄）

� 303 号車 運転台カットモデル（江ノ島電鉄）

� 500 形 運転台カットモデル（湘南モノレール）

6 SANZEN-HIROBA（京阪電気鉄道）

7 わくわく電車らんど（南海電気鉄道）

� 正雀工場・正雀車庫（阪急電鉄）

� 坊っちゃん列車ミュージアム（伊予鉄道）

� 伊予鉄道 1 号機関車（伊予鉄道）

� 大阪電気軌道 デボ1形
　　（近畿日本鉄道）

� 長崎路面電車資料館（長崎電気軌道）

� モハ 71形＆5000形 5101号車
　　（熊本電気鉄道）

� 伊豆急行の小さな資料館 129（伊豆急行）

� プラザロコ（大井川鐵道）

� SL 資料館（大井川鐵道）

� 貨物入換機関車 ED501（岳南電車）

� 2代目スカイライナー（AE100 形）（京成電鉄）

� デキ 3 形電気機関車＆デハ 801（銚子電気鉄道）

� 小湊鐵道蒸気機関車（小湊鐵道）

� 鉄道資料館（上田電鉄）

� ながでん電車の広場（長野電鉄）

� 丸窓電車 モハ 5250（上田電鉄）

� ほくてつミュージアム（北陸鉄道）

4 名鉄資料館（名古屋鉄道）

� 下吉田ブルートレインテラス（富士急行）

� 急勾配路線用車両 モ1号（富士急行）

8 大胡電車庫（上毛電気鉄道）

� デキ1形電気機関車（上信電鉄）

9 秩父鉄道車両公園（秩父鉄道）

� 横瀬車両基地（西武鉄道）

文◉香田朝子
撮影◉加藤有紀（23 ～ 25P）
写真提供◉関係各社（26 ～ 31P）

民鉄文化を語る
全国の鉄道博物館・
資料館を訪ねて
明治・大正期、全国各地に相次いで設立された民営鉄道。
人々の足となり、貨物を運び、まちを賑わせる。
その営みにより民営鉄道事業者は、地域とともに歴史を紡いできた。
長い歳月を経て近年、地域とともにあった民鉄の
鉄道車両や鉄道資料を保存・展示する事例が増えている。
次代を担う子どもたちや地域の人々に、
自らが磨き上げてきた鉄道文化を語り、伝え、
共に地域の未来を築いていく。
全国の民鉄の博物館、資料館、展示施設や
車両の静態保存を紹介する。

★ここでは原則として各社が自ら（または指定管理者として）保有し、維持・管理している施設を紹介しています。
★地図中の●は、おおよその位置を示します。ただし、1 都府県に複数の施設がある場合は、その限りではありません。

RAILWAY MUSEUM GUIDE

民鉄文化の伝承と発信
［民営鉄道の博物館・資料館 ― その使命と役割 ―］



「
京
王
れ
ー
る
ラ
ン
ド
」
は
、
京
王
電
鉄
開
業

１
０
０
周
年
を
記
念
し
て
、
２
０
０
３
年
３
月
に
設

置
さ
れ
た
展
示
施
設
を
、
屋
外
車
両
展
示
場
を
含
む

２
階
建
て
の
本
格
的
な
施
設
に
改
装
し
た
鉄
道
博
物

館
で
、
13
年
10
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た
。

屋
根
付
き
の
屋
外
車
両
展
示
場
に
は
、
１
９
４
０

年
代
か
ら
運
行
し
て
い
た
往
年
の
車
両
２
４
０
０
形

な
ど
、
現
役
を
退
い
た
京
王
線
・
井
の
頭
線
の
名
車

5
両
が
並
び
、
一
部
の
車
両
を
除
い
て
車
内
も
自
由

に
見
学
で
き
る
。
ま
た
、
車
両
展
示
場
に
は
外
周
を

一
回
り
で
き
る
ミ
ニ
電
車
の
線
路
が
敷
か
れ
て
い
る
。

ミ
ニ
電
車
に
乗
っ
て
展
示
車
両
を
ゆ
っ
く
り
眺
め

る
、
そ
ん
な
楽
し
み
方
も
で
き
そ
う
だ
。

屋
内
の
展
示
施
設
は
、
１
階
が
「
鉄
道
の
仕
組
み

を
学
び･

触
っ
て･

体
験
で
き
る
フ
ロ
ア
」
で
、
体

験
型
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
や
鉄
道
模
型
ジ
オ
ラ
マ
、
バ

ス
展
示
な
ど
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
実
車
の
カ
ッ
ト

モ
デ
ル
を
使
用
し
た
運
転
体
験
コ
ー
ナ
ー
や
車
掌
体

験
コ
ー
ナ
ー
、
実
物
の
運
転
台
機
器
を
使
っ
て
鉄
道

模
型
を
走
ら
せ
る
ジ
オ
ラ
マ
展
示
な
ど
、
本
物
の
車

両
部
品
に
触
れ
た
り
、
映
像
を
見
な
が
ら
、
鉄
道
の

仕
事
や
電
車
の
仕
組
み
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

２
階
は
「
安
心
し
て
遊
べ
る
キ
ッ
ズ
フ
ロ
ア
」

で
、
カ
ー
ペ
ッ
ト
敷
き
の
ス
ペ
ー
ス
に
設
け
ら
れ
た

〝
プ
ラ
レ
ー
ル
で
遊
ぼ
う
〟と
、鉄
道
施
設
を
イ
メ
ー

ジ
し
た
遊
び
場
の
〝
ア
ス
れ
ー
る
チ
ッ
ク
〟
を
中
心

に
、小
さ
な
子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
楽
し
め
る
空

間
が
広
が
っ
て
い
る
。

親
子
連
れ
に
人
気
で
、
年
間
の
来
館
者
数
は
約

18
万
人
と
な
っ
て
い
る
。
入
出
館
が
自
由
に
で
き
る

の
で
、
休
日
な
ど
京
王
れ
ー
る
ラ
ン
ド
で
１
日
を
過

ご
す
家
族
も
多
い
と
い
う
。
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京王線・井の頭線の車両 5 両を並列に展示。ミニ電車が車両展示の外周を走る（有料：１回 100 円）。

小型の運転体験シミュレーター。

〝電車のしくみ〟を学べるコーナーには、子ど
も用の制服も用意。新型車両 5000 系に乗車
して記念撮影ができる。

電車目線で動き回れる〝アスれーるチック＂。

京王沿線の街並みが再現されたジオラマ展示。実物
の運転台で鉄道模型を運転できる（有料：１回 100
円・5 分）。

6000 系のカットモデルを使用した大型の運転体験シ
ミュレーター。難易度、列車種別などさまざまな走行
を体験できる（有料：１回 300 円）。

●最寄り駅　京王線 多摩動物公園駅（下車すぐ）
●開館時間　9：00 ～ 17：30（入館は 17：00 まで）
●休館日　毎週水曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始
●入場料　250 円（3 歳以上）

東京都日野市程久保 3-36-39

5

ほんものに触れて、
遊びを通して学ぶ鉄道博物館
京王れーるランド



京
阪
電
車
が
長
年
に
わ
た
り
開
発
に
取
り
組
ん
で

い
る
樟く

ず
は葉

。「
Ｋ
Ｕ
Ｚ
Ｕ
Ｈ
Ａ 

Ｍ
Ａ
Ｌ
Ｌ
」
は
、
同

社
が
１
９
７
２
年
に
開
業
し
た
「
く
ず
は
モ
ー
ル
街
」

を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
広
域
型
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ

ン
タ
ー
で
、
２
０
１
４
年
３
月
に
グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ

ン
し
た
。「
Ｓ
Ａ
Ｎ
Ｚ
Ｅ
Ｎ

－

Ｈ
Ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｂ
Ａ
」
は
同
モ 

ー
ル
南
館
に
開
設
さ
れ
た
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ゾ
ー
ン
だ
。

こ
こ
に
は
、
く
ず
は
モ
ー
ル
街
開
業
と
同
じ
年
に

デ
ビ
ュ
ー
し
、
13
年
３
月
末
に
引
退
し
た
「
旧
３
０ 

０
０
系
」
の
先
頭
車
両
が
デ
ビ
ュ
ー
当
時
の
「
テ
レ

ビ
カ
ー
」
と
し
て
復
活
。
展
示
に
当
た
っ
て
は
、
デ

ジ
タ
ル
動
態
保
存
を
実
現
し
て
い
る
。「
デ
ジ
タ
ル
動

態
保
存
」
と
は
、
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
機
能
を
備

え
、
運
転
操
作
に
合
わ
せ
て
画
像
や
走
行
音
が
流

れ
、
リ
ア
ル
な
体
験
が
楽
し
め
る
と
い
う
も
の
。
車

内
に
は
併
設
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
か
ら
出
入
り
し
て

自
由
に
見
学
で
き
る
。

広
場
は
、
旧
３
０
０
０
系
車
両
の
ほ
か
、
鉄
道
模

型
ジ
オ
ラ
マ
、
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
を
設
置
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
展
示
で
京
阪
電
車
の
あ
ゆ
み
や
沿
線
の

移
り
変
わ
り
を
紹
介
す
る
「
レ
イ
ル
ゾ
ー
ン
」、
ス

テ
ー
ジ
や
大
型
ビ
ジ
ョ
ン
を
活
用
し
て
各
種
イ
ベ
ン

ト
を
開
催
す
る
「
イ
ベ
ン
ト
ゾ
ー
ン
」、
二
つ
の
ゾ
ー

ン
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
公
開
さ
れ
る
こ

と
な
く
保
管
さ
れ
て
い
た
貴
重
な
資
料
や
展
示
物
も

多
く
、
樟
葉
の
ま
ち
と
京
阪
電
車
が
歩
ん
で
き
た
歴

史
や
文
化
を
、
肌
で
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
だ
幼
い
子
ど
も
た
ち
に
は
「
新
し
い
発
見
」
の

楽
し
み
が
あ
り
、
そ
の
両
親
や
祖
父
母
の
世
代
に
は

「
懐
か
し
さ
」
を
感
じ
さ
せ
る
。
地
域
の
記
憶
を
楽
し

み
、
地
域
の
未
来
を
思
い
描
く
、
そ
ん
な
体
験
型
の

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
な
っ
て
い
る
。
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京阪電車を見て、知って、体験できるSANZEN-HIROBA。

本物の運転台でハンドルを操作すると、正面のスク
リーンや側面のビジョンの映像が動き、走行音もリ
アルに再現される（有料：2,000 円・20 分）。

運転シミュレーターは、8000 系特急車両と 2600 系
車両の 2 種がある（有料：300 円・約 5 分）。

全89駅の現在と昔の写真を展示した「京阪電車全線全駅いま・むかし」。

大阪から京都・滋賀まで、京阪沿線の魅力を再現し
た「京阪沿線ジオラマ」。

ジオラマでは街並みのなかを走る鉄道模型を運転す
ることができる（有料：200 円・3 分）。

●最寄り駅　京阪本線 樟葉駅（下車すぐ）
●営業時間　10：00 ～ 21：00
●休館日　年中無休
●入場料　無料

大阪府枚方市楠葉花園町 10-85
KUZUHA MALL 南館 ヒカリノモール1階

6

見て、体感して
鉄道とまちの記憶を今に伝える
SANZEN-HIROBA 



南
海
電
鉄
が
創
業
70
周
年
を
記
念
し
て
１
９
５
７

年
４
月
に
開
園
し
た
「
み
さ
き
公
園
」
は
、
大
阪
湾

に
面
す
る
広
さ
28
・
８
ha
の
敷
地
に
、
遊
園
地
、
動

物
園
、
イ
ル
カ
シ
ョ
ー
の
ほ
か
、
夏
季
の
屋
外
大
型

プ
ー
ル
を
擁
す
る
複
合
型
レ
ジ
ャ
ー
施
設
。
２
０ 

１
４
年
９
月
、
こ
こ
に
新
た
に
子
ど
も
向
け
鉄
道
体

験
施
設
「
わ
く
わ
く
電
車
ら
ん
ど
」
が
開
業
し
た
。

屋
内
に
入
っ
て
ま
ず
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
の

が
、
実
際
に
使
用
し
て
い
た
１
０
０
０
０
系
特
急

「
サ
ザ
ン
」
と
新
塗
装
・
旧
塗
装
の
７
０
０
０
系
、

そ
れ
に
実
物
大
模
型
の
特
急
「
ラ
ピ
ー
ト
」
を
加
え

た
４
両
の
カ
ッ
ト
車
両
。
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
が
約
５
ｍ

あ
り
、
ラ
ピ
ー
ト
は
実
車
と
同
じ
塗
料
で
塗
装
さ
れ

て
い
る
。
限
り
な
く
本
物
に
近
い
精
巧
な
実
物
大
模

型
だ
。

こ
れ
ら
の
展
示
車
両
で
は
、
運
転
席
に
座
っ
て
ブ

レ
ー
キ
ハ
ン
ド
ル
を
実
際
に
操
作
し
た
り
、
扉
の
開

け
閉
め
や
車
内
放
送
な
ど
の
車
掌
体
験
が
で
き
る
。

ま
た
、
ラ
ピ
ー
ト
で
は
運
転
席
に
設
置
さ
れ
た
シ

ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
で
リ
ア
ル
な
運
転
体
験
を
楽
し
む
こ

と
が
で
き
、
子
ど
も
た
ち
の
人
気
を
集
め
て
い
る
と

い
う
。

こ
の
ほ
か
、
運
転
指
令
室
で
使
用
さ
れ
て
い
た
列

車
運
行
表
示
盤
や
実
際
に
使
わ
れ
て
い
た
ヘ
ッ
ド

マ
ー
ク
、
鉄
道
部
品
な
ど
の
展
示
品
も
あ
り
、
鉄
道

の
仕
事
に
つ
い
て
の
質
問
に
は
南
海
電
鉄
の
Ｏ
Ｂ
社

員
が
解
説
す
る
。

遠
足
や
社
会
科
見
学
で
訪
れ
る
幼
稚
園
、
小
学
校

も
多
く
、
要
望
が
あ
れ
ば
、
屋
外
に
設
置
さ
れ
た
本

物
の
踏
切
や
信
号
機
を
活
用
し
て
、
交
通
ル
ー
ル
教

育
・
啓
発
活
動
も
行
っ
て
い
る
そ
う
だ
。
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長さ約５ｍのカット車両が並ぶ。どの車両も中に入り、運転機器や操作機器を動かすことができる。

●最寄り駅　南海本線 みさき公園駅（みさき公園内）
● 開館時間　9：30 ～ 17：00　※冬季は短縮営業　※状況により開園時

間・閉園時間を変更　※最終入館は営業終了の 20 分前まで
●休館日　不定期　※みさき公園 HP にて、みさき公園の営業日を確認
●入場料　400 円（3 歳以上）　※みさき公園の入園料が別途必要

大阪府泉南郡岬町淡輪 3990 番地

7

実写を使ったリアルなシミュレーターは子どもたちに一番の人気。

10000 系特急サザンの運転席。

車掌体験ができる旧塗装の 7000 系。扉の開閉の仕組みを見
ることができるのもポイント。

ラピートは実物大の模型。運転席には運転士シミュレーター
が設置されている。

鉄
道
の
仕
事
を
学
ぶ

子
ど
も
向
け

鉄
道
体
験
施
設

わ
く
わ
く
電
車
ら
ん
ど



伊豆急行の小さな資料館 129
1961 年の開通以来、伊豆とともに生きてきた伊豆急行の歴史をたどる資
料館。開通当時の時刻表や記念切符、歴代車両のパネル写真や模型、引退
した 200 系や初代リゾート 21 の運転台にあった計器類など、伊豆急行の
歴史を物語る数多くの品々が展示されている。伊豆急行線電車の DVD も
放映。
●最寄り駅　伊豆高原駅（駅構内「やまもプラザ」2 階）
●開館時間　9：30 ～ 17：00　●休館日　年中無休
●入場料　無料

伊豆急行

10

プラザロコ
1997 年に開業した複合施設。ドイツ・コッペル社製の小型 SL ２両と井
川線で使われていた C スロフ形客車を展示し、SL ２両はともに運転台に入
ることもできる。昭和 30 年代の駅舎を模した展示コーナーのほか、鉄道
模型や SL に関連したグッズも展示。館内には SL 乗車券の販売窓口や土
産物店が併設されている。
●最寄り駅　大井川本線 新金谷駅（駅前）●開館時間　9：00 ～ 17：00　
●休館日　年中無休
●入場料　無料

大井川鐵道

11

大
お お ご

胡電車庫
1928 年の開業時に建設された木造電車庫。駅舎や変電所とともに国の登
録有形文化財に登録されている。当時のままの機械工作室や開業当時から
走るデハ 101、デハ 104 を公開。また、東急より譲り受けた電気機関車
のほか、昔の鉄道部品や写真、記念ヘッドマークなどを展示する「記念資
料館」を検修係員の案内で見学できる。
●最寄り駅　大胡駅（大胡駅西側徒歩１分）
●開館時間　13：00 ～ 15：00・30 分程度の見学（要予約）
●休館日　年中無休　●入場料　170 円（記念の台紙付き硬券入場券付き）

上毛電気鉄道

8

秩父鉄道車両公園
秩父鉄道創立 90 周年事業として、1989 年に開園した鉄道公園。秩父鉄道
で活躍した電気機関車や貨車など 10 種類の車両が展示されている。パレ
オエクスプレスの運行日には、園内の転車台で行われる蒸気機関車の方向
転換作業を間近に見ることができ、多くの鉄道ファンや家族連れが訪れる。

●最寄り駅　三峰口駅（徒歩 1 分）●開園時間　9：00 ～ 17：00　
●休園日　年中無休
●入場料　無料

秩父鉄道

9
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かつて活躍した蒸気機関車や電気機関車、電車を往時のままに保存し、
鉄道の歴史をたどる資料や写真を展示、公開する。
それぞれの地域の「鉄道の文化」をいまに伝える
地方民鉄の鉄道資料館・ギャラリーは、
訪れる人々に地域の変遷を伝える貴重な情報の場ともなっている。



19世紀ホール
５両の蒸気機関車が保存されている。ホールの入り口には、SL の動輪を
使ったモニュメントとともに、迫力ある勇姿の D51 ナメクジ型を展示。
ホール内には D51、C56、C58、そして旧国鉄時代の鷹取工場で技術者養
成のための教材として使用された「若鷹号」が入念に整備され、当時のま
まの姿で展示されている。
●最寄り駅　トロッコ嵯峨駅（駅構内）●開館日　トロッコ列車の運転日
●開館時間　9：00 ～ 17：00
●入場料　無料

嵯峨野観光鉄道

14

おかでんミュージアム+水戸岡鋭治デザイン
工業デザイナー水戸岡鋭治氏が設計を担当したミュージアム。大人気の TV
アニメ「チャギントン」を大型スクリーンで楽しめるシアタールーム、水
戸岡氏デザインの車両やチャギントンのプラレールで遊べるプレイルーム
などがある。関連会社の和歌山電鐵の「たまグッズ」や岡山電気軌道の
グッズも販売。
●最寄り駅　東山・おかでんミュージアム駅（岡山電気軌道南車庫内に併設）
●開館時間　10：00 ～ 16：00　●休館日　毎週火曜日、お盆・年末年始
●入場料　大人 1,000 円　小人 500 円

岡山電気軌道

15

貨物鉄道博物館
日本初の鉄道貨物専門の博物館として 2003 年に開館。未来技術遺産に登
録された貨車をはじめ、産業文化遺産として後世に残すべき貴重な貨車、
機関車、コンテナ等を保存展示し、貨物関係資料、貨車の部品などを収蔵
している。管理運営は、各地から集まったボランティアたちにより行われ
ている。管理者／特定非営利活動法人 貨物鉄道博物館
●最寄り駅　三岐線 丹生川駅（駅に隣接）
●開館日　毎月第 1 日曜日（1月のみ第 2 日曜日）●開館時間　10：00 ～ 16：00
●入場料　無料　※屋外の展示車両は随時見学可能。

三岐鉄道

12

北
き た ご

府駅ギャラリー
1924 年開業の北府駅。大正時代の雰囲気を色濃く残す駅舎は、国の登録
有形文化財に指定されている。駅舎内に設けられたギャラリーには、福井
鉄道の歴史を伝える資料や歴代車両の写真、実際に使われていた 200 形
の車両部品や工具、駅の備品など、貴重な資料約 120 点が展示されてい
る。
●最寄り駅　福武線（鉄道）  北府駅（駅舎内）●開館時間　見学時間自由　
●休館日　年中無休
●入場料　無料

福井鉄道

13

坊っちゃん列車ミュージアム
1887 年の創立以来、積み重ねてきた伊予鉄道の歴史を紹介するミュージ
アム。館内には、創業時から約 67 年間、松山平野を走り続けた「坊っ
ちゃん列車」原寸大レプリカを展示。これまで公開されることがなかった
鉄道ファン垂涎のレアな車両部品・資料（順次入れ替え）も間近で見るこ
とができる。
●最寄り駅　松山市駅（伊予鉄グループ本社ビル 1 階）
●開館時間　7：00 ～ 21：00　●休館日　年中無休
●入場料　無料

伊予鉄道

16

長崎路面電車資料館
「今昔写真」や「年表」、「路線変遷図」などを通して、1915 年の開通から
近年まで、路面電車と長崎の街の歴史を学ぶことができる。車両部品等も
多数展示。開通時に走った 1 号車運転台の実物大レプリカでは、ハンドル
操作体験や記念撮影もできる。車両メーカーが製作した超低床式車両
3000 形ミニ電車（約 10 分の 1 スケール）も展示。
●最寄り駅　浜口町停留場（長崎西洋館 3 階）●開館時間　11：00～17：00
●休館日　長崎西洋館休館日
●入場料　無料

長崎電気軌道

17
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下吉田ブルートレインテラス

SL資料館

SL の部品のほか、ナン
バープレートや実際に
使用したヘッドマーク
など SL に関する資料が
所狭しと展示されてい
る。大井川鐵道の年表
や写真も併せて展示さ
れ、手元のレバーで模
型が操縦できる鉄道模
型ジオラマも設置。

●最寄り駅　大井川本線・井川線 千頭駅（駅付属）●開館時間　9：00 ～ 16：00　
●休館日　トーマスフェア開催中は休館　●入場料　小学生以上 100 円

大井川鐵道23

ほくてつミュージアム

石川線鶴来駅の待合室
に設置されたミニギャ
ラリー。かつて使用し
ていた方向板・鉄道電
話・スタッフ閉塞キャ
リアーなどの鉄道用品、
車両模型・写真の展示
コーナーが設置されて
いる。

●最寄り駅　石川線 鶴来駅（駅待合室）●営業時間　駅営業時間内　
●休館日　年中無休　●入場料　無料

北陸鉄道22

ながでん電車の広場

1964 年から 48 年間に
わたり活躍した、長野
電鉄のオリジナル特急
車 両 2000 系 D 編 成 が
静 態 保 存 さ れ て い る。
当時の姿そのままに保
存展示されており、先
頭車に限り、車内の見
学もできる。

●最寄り駅　小布施駅（1 番ホーム隣）　●営業時間　駅営業時間内
●休館日　年中無休　●入場料　入場券（または当日有効の乗車券）

長野電鉄21

鉄道資料館

1963 年に廃止された西
丸子線下之郷駅待合室
を改修、2007 年に開設
された。上小地域で運
行 し て い た 西 丸 子 線、
丸 子 線、 真 田 傍 陽 線、
別所線の懐かしい写真
や資料、駅名看板など、
地域の思い出の品々が
展示されている。

●最寄り駅　下之郷駅　●開館日　イベント開催時に開館　
●入館料　無料

上田電鉄20

寝台特急「富士」で使
用された客車と同型車
両のほか、富士急行線
で活躍した旧フジサン
特急展望車両、貨車な
どを展示。土休日には、
使用当時のまま保存さ
れたブルートレインの
車内に入ることもでき
る。

●最寄り駅　大月線 下吉田駅（ホームに併設）●営業時間　10：00～16：00　●休館日　毎月第 1 月
曜日（祝休日の場合は翌日）●入場料　100 円（富士急行線内で有効な乗車券を持っている場合は無料）

富士急行19

向山駅ミュージアム

1922 年に開設された向
山駅。旧国鉄時代に向
山駅で使用されていた
鉄道関連用具など、鉄
道ファン垂涎の珍品、名
品を集めた手づくり博
物館が開設されている。
寄贈品を含めた数百点
に 及 ぶ 展 示 品 の ほ か、
鉄道ジオラマも常設され
ている。管理者／向山
駅愛好会

●最寄り駅　向山駅（旧事務室内）●開館時間　9：00 ～ 16：00（12 月～ 3 月は
10：00 開館）　●開館日　土・日・祝日（不定休あり）●入場料　無料

青い森鉄道18
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駅の待合室などを活用して設けられたギャラリーや展示施設。
ホームや車両基地に保存された数々の名車両。
決して大掛かりなものではなく、また限られたコレクションではあるが、
民鉄は地域と鉄道の「記憶」を大切に保存している。



高野山駅2階 資料展示コーナー 南海思い出ミュージアム
「高野山駅の駅舎の歴史」「昭和天皇皇后両陛下の行幸啓」など、南海電車と高野山の歴史を映
像やパネルで紹介。また、スイスの三大観光特急の一つ「ゴールデンパスライン」を運行する
モントルー・オーベルラン・ベルノワ鉄道との姉妹鉄道協定を記念して贈呈された鉄道模型な
どを展示している。
●最寄り駅　鋼索線（ケーブルカー）高野山駅（駅舎 2 階）●開館時間　鋼索線営業時間内
●休館日　年中無休　●入場料　無料

●最寄り駅　高野線 高野下駅（ホーム上）●開館時間　駅営業時間内
●休館日　年中無休　●入場料　入場券（または当日有効の乗車券）

ホームでは、レールを固定するために使われた犬釘や実際
に車両に取り付けていた社章、さまざまなメーカーの古
レールなど秘蔵品を展示。上屋に使用している外国製の古
レールは製造会社の刻印等を研磨し、読みやすくしている。

南海電気鉄道

24 25

南海電気鉄道

阪神電車まなび基地
阪神電車をはじめ鉄道についての理解を深めてもらうことを目的に、2015
年から小中学生を対象に、無料で体験型の親子見学会等を開催している。
鉄道の歴史をまとめた展示パネル、大正・昭和期に活躍した旧型車両や踏

切設備等を使って、阪神電車の歴史と取り組み、安全運行を支える鉄道の
仕事、交通ルールなどの学習を一体的に行っている。また、隣接する阪神
野菜栽培所の見学では、水耕栽培の仕組みや成長過程を学ぶことができる。

●最寄り駅　本線 尼崎センタープール前駅（高架下、徒歩約 3 分）●開館日　不定期で親子見学会等を開催（無料）

保谷電留線
●最寄り駅　池袋線 保谷駅
※原則非公開。

28 旧保谷車両基地。2000
年、武蔵丘車両基地の開
所に伴い、電留線となっ
た。E11 形 電 気 機 関 車
12 号機と、5 形蒸気機関
車 5 号機を静態保存し
ている。保存車両は常時
シートをかけ留置してい
る。

西武鉄道

横瀬車両基地
●最寄り駅　西武秩父線 横瀬駅
※原則非公開（鉄道イベント開催時等に一般公開）

27 除籍車両の保存留置と車
両の解体作業を実施して
いる。保存車両は E71・
E854 など機関車 7 両、
355 系・5000 系など電
車 6 両ほか合計 15 両。
保存車両は常時シートを
かけ留置している。

西武鉄道

26

阪神電気鉄道

公開イベント時に撮影 資料写真
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ロマンスカー SE（3000 形）
●最寄り駅　小田原線 海老名駅（海老名電車基地）
※原則非公開（鉄道イベント開催時等に公開される場合もある）

30 1957 年に就役し、当時
の狭軌スピード世界一を
記録。バーミリオンオレ
ンジを基調とした塗色と
流線型のスマートなスタ
イルは特急型車両の先駆
けとなった。1992 年引
退。

小田急電鉄

ケハ 601&キハ 203
●最寄り駅　那珂湊駅（駅から徒歩 5 分）
●見学可能時間　土曜日 9：00 ～ 14：00（要事前予約）※敷地外からの見学撮影は常時可能。

32 湊線で活躍を終えたケハ
601（1992 年廃車）、キ
ハ 203（2006 年廃車・
写真）を静態展示。那珂
湊駅にて、おらが湊鐵道
応援団スタッフに見学を
申し出るか、事前に見学
を予約する。

ひたちなか海浜鉄道

デキ1形電気機関車
●最寄り駅　高崎駅
※原則非公開（鉄道イベント開催時等に一般公開）

33 1924 年にドイツのシー
メンスシュケルト社から
購入した。貨物列車牽引
に長年使用していたが、
1994 年の貨物輸送廃止
に伴い、定期運行を終
了。その後はイベント列
車として運行してきた
が、現在はイベント開催
時に一般公開している。

上信電鉄

デキ3形電気機関車＆デハ 801
デキ 3　●最寄り駅　仲ノ町駅（仲ノ町車庫）　
デハ 801　●最寄り駅　外川駅

34 1923 年 製 の デ キ 3 は、
日本一小さい凸型電気機
関車（写真）。入線当時の
ままの姿で保存してい
る。1950年製のデハ80 
1は「デハ801を往年の姿
に！」車両修復プロジェ
クトで修理を施し、無料
で一般公開している。

銚子電気鉄道

小湊鐵道蒸気機関車
●最寄り駅　五井駅（五井機関区構内）
●見学可能時間　9：00 ～ 16：00（車輌課事務所に申し出）

35 千葉県指定文化財に登録
された蒸気機関車 3 両
を保存。1 号、2 号機関車
は開業前年の1924 年に
米国から輸入。B10‐4 は
1894 年英国製で、1950
年まで使用していた。

小湊鐵道

303号車 運転台カットモデル
●最寄り駅　江ノ島駅（上りホーム待合室）

36 2007 年に運用を終了し
た 303 号 車 の 運 転 台
カットモデルが展示され
ている。プラレールのジ
オラマ、1001 号車の模
型、電車のヘッドマーク
なども併せて展示。

江ノ島電鉄

500形 運転台カットモデル
●最寄り駅　湘南深沢駅（湘南モノレール車両基地）
※原則非公開（鉄道イベント開催時等に一般公開）

37 2016 年に引退した 500
形車両のカットモデル。
運転台部分をカットし、
シート、運転台周辺機
器、計器、スイッチ類等
がそのままの状態で保存
されている。

湘南モノレール

急勾配路線用車両 モ1号
●最寄り駅　河口湖線 河口湖駅（駅前ロータリー）

38 富士急行の前身である富
士山麓電気鉄道が 1929
年開業の際に新造した車
両で、急勾配対策を施し
た当時の最新鋭車両だっ
た。駅前ロータリーにて
静態保存している。

富士急行

京浜電気鉄道 デ51形＆湘南電気鉄道 デ1形
●最寄り駅　久里浜線 京急久里浜駅（徒歩 15 分、京急ファインテック久里浜事業所）
※原則非公開（鉄道イベント開催時等に公開される場合もある）

31
デ 51 形は、京急の前身で
ある京浜電気鉄道が日本で
最初に製造した半鋼製車体
電車である。1964 年廃車
時のクハ 141（写真）を、
創立 80 周年を記念して復
元保存している。同じく前
身の一つである湘南電気鉄
道のデ１形も復元保存して
いる。管理者／株式会社京
急ファインテック

京浜急行電鉄

2代目スカイライナー（AE100形）
●最寄り駅　本線 宗吾参道駅
※原則非公開（鉄道イベント開催時等に一般公開）

1990 年に就役し、2016
年に引退した 2 代目スカ
イライナー AE100 形（写
真）を 2017 年より宗吾
車両基地に保存。日本初
の空港特急初代スカイラ
イナー旧 AE 形、地下鉄
相互乗り入れ車両の旧
3000 形をはじめ 200 形
なども併せて保存してい
る。

京成電鉄29
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丸窓電車 モハ5250
●最寄り駅　別所温泉駅（駅構内）
※イベント開催時には車内開放。

39 1927 年に日本車輌で 3
両製造、戸袋窓が楕円形
をしていることから「丸
窓電車」の愛称で親しま
れたモハ 5250 型。198 
6 年に引退し、静態保存
されている。

上田電鉄

貨物入換機関車 ＥＤ501
●最寄り駅　岳南富士駅（駅構内）

40 貨物輸送営業時に活躍し
た 入 換 機 関 車 ED501

（ 写 真 ） が 留 置 さ れ、
ホームから見える富士山
をバックに写真撮影がで
きる。ED402、ED403、
ED291 も見学可能。

岳南電車

E102号機・ED222号機・DB25号機
●最寄り駅　三岐線 西藤原駅（西藤原駅前公園）

41 駅舎プラットホームの一
部を利用した駅前公園
に、三岐線創業時に新造
された蒸気機関車 E102
号機、電気機関車 ED22 
2号機、ディーゼル機関車
DB25号機の 3 両が展示
されている。

三岐鉄道

電気機関車 テキ6
●最寄り駅　勝山永平寺線 勝山駅

42 1920 年製造の電気機関
車。勝山－福井間の貨物
輸送に使用されたもの
で、動態可能な電気機関
車としては日本最古級

（3 番 目 ） と い わ れ る。
梅鉢鉄工場製。

えちぜん鉄道

大阪電気軌道デボ1形
●最寄り駅　大阪線 五位堂駅（徒歩 10 分、五位堂検修車庫内）
※「きんてつ鉄道まつり」開催時に見学可能。

43 1914 年、近鉄の前身・
大阪電気軌道が上本町

（大阪）－奈良間の開業
に備えて新造した木造電
車。1965 年に復元され、
五位堂検修車庫で展示保
存されている。

近畿日本鉄道

正雀工場・正雀車庫
●最寄り駅　京都本線 正雀駅（正雀工場・正雀車庫）※阪急レールウェイフェスティバル

（5 月・10 月、事前応募制）で公開　※正雀工場見学（10 名以上の団体、要予約）

44 貴重な旧型車両の現車を
保存している。1 形、10
形、600 形は静態保存。
P‐6（116 号車）、900 形
は動態保存車両として復
元した。そのほか920 系
などがカットボディで保
存されている。

阪急電鉄

2000系 2012号編成＆200形 206号
●最寄り駅　本線 東二見駅（徒歩 5 分、東二見車両工場・東二見車庫）
※山陽鉄道フェスティバル（10 月）で一般公開。

45 1962 年に製造された、
日本初のアルミ合金製車
体である 2000 系 2012
号編成（写真）を静態保存
している。また、1936 年
に７両製造された 200
形車両の１両、206 号も
原型に復元して静態保存
している。

山陽電気鉄道

伊予鉄道 1号機関車
●最寄り駅　高浜線 梅津寺駅（梅津寺公園）　●入園料　100 円
●開園時間　9：00 ～ 17：00　●休園日　毎週木曜日

47 わが国に現存する最古の
軽便機関車。夏目漱石の
小説「坊っちゃん」で、
マッチ箱のような汽車と
紹介され親しまれてい
る。日本国有鉄道から鉄
道記念物に、愛媛県から
有形文化財に指定されて
いる。

伊予鉄道

モハ71形＆ 5000形 5101号車
●最寄り駅　菊池線・藤崎線 北熊本駅（車両工場内）
※鉄道イベント（10 月）開催時等に一般公開。

48 1928 年製造のモハ 71
形を再整備して、動態保
存されている。2016 年、
惜しまれつつも引退した
5000形5101A号車（元
東急5000系「青ガエル」 
・写真）もクラウドファン
ディングにより再塗装し
て保存されている。

熊本電気鉄道

デハニ 50形 52号車
●最寄り駅　大社線 出雲大社前駅
※見学時間　8：00 ～ 18：00

46 1928 年製造の日本最古
級 の オ リ ジ ナ ル 車 両。
2009 年 3 月に営業運転
を終了、引退後、映画

「RAILWAYS 49 歳 で 電
車の運転士になった男の
物語」（配給：松竹、201 
0 年）に出演した。

一畑電車
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東武鉄道初の蒸気機関車と初の電車が並ぶ。SL B1形 5 号とデハ1形 5号
（東武博物館）


