
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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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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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
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