
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
11 -

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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「向島サテライト」には墨田区伝統工芸保存会の協力のも
と、神輿や人形など伝統的工芸品を展示。
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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


