
　

光
陰
矢
の
如
し
。
町
政
の
舵
取
り
を
任
せ
て
い
た

だ
い
た
２
期
８
年
を
振
り
返
っ
た
想
い
で
す
。　
　

　

50
年
後
の
将
来
を
見
据
え
た
大
口
町
の
発
展
に
寄

与
す
べ
く
、
日
々
、
邁
進
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

こ
の
間
の
令
和
３
年
に
は
、
平
成
28
年
度
に
ス

タ
ー
ト
し
た
「
第
７
次
大
口
町
総
合
計
画
」
の
中
間

見
直
し
を
行
い
、
残
す
５
年
の
再
ス
タ
ー
ト
を
き
っ

た
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
大
口
町
は
、
財
政
的
に
恵
ま
れ
た
ま
ち

で
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、法
人
町
民
税（
法

人
税
割
）の
税
率
引
き
下
げ
に
よ
る
影
響
は
大
き
く
、

町
政
運
営
は
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
先
人
が
知
恵
と
努
力
で
築
い
て
こ
ら
れ

た
、
こ
の
町
の
原
動
力
で
あ
る
産
業
を
衰
退
さ
せ
る

こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
、
町
内
の
道
路
等

の
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
積
極
的
な
投
資
を
し
、
本
町
に

拠
点
を
構
え
、
町
の
発
展
に
寄
与
し
て
い
た
だ
い
た

企
業
の
皆
様
を
支
援
す
る
と
同
時
に
、
さ
ら
な
る
企

業
誘
致
を
進
め
、『
活
力
あ
る
産
業
づ
く
り
』
に
努

め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

本
町
の
人
口
に
つ
い
て
は
、
今
し
ば
ら
く
増
加
傾

向
に
あ
る
と
見
込
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
シ
テ
ィ

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
事
業
を
は
じ
め
と
し
た
、
本
町
の

移
住
・
定
住
支
援
策
や
保
育
施
設
の
充
実
、
奨
学
金

助
成
な
ど
、
子
育
て
し
や
す
い
環
境
整
備
を
行
っ
た

成
果
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
若
い
世
代
の
皆
様
が
安

心
し
て
子
ど
も
を
産
み
育
て
、
本
町
に
住
み
続
け
て

い
た
だ
け
る
よ
う
、
引
き
続
き
支
援
の
充
実
に
取
り

組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

大
口
町
の
子
ど
も
は
、
大
口
町
の
『
宝
』
で
あ
り

ま
す
。
子
ど
も
た
ち
の
権
利
を
保
障
し
た
、
子
ど
も

に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
構
築
す
る
た
め
、
令
和

４
年
度
か
ら
「
こ
ど
も
条
例
」
の
制
定
に
向
け
た
調

査
検
討
を
進
め
ま
す
。

　

さ
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
我
々
の

生
活
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
こ
れ
ま
で
の
生
活

様
式
や
慣
習
の
見
直
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。
ウ
イ
ル
ス
と
共
存
す
る
た
め
の
暮
ら

し
の
変
化
は
、
新
た
な
生
活
へ
の
１
歩
、
始
ま
り
で

あ
る
と
考
え
ま
す
。こ
の
変
化
の
時
を
好
機
と
捉
え
、

よ
り
豊
か
な
暮
ら
し
の
実
現
と
大
口
町
の
発
展
の
た

め
、
精
一
杯
、
施
策
に
取
り
組
む
所
存
で
す
。

　

大
口
町
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
に
町
制
施
行
60

周
年
の
節
目
を
迎
え
ま
す
。

　

初
代
、社
本
鋭
郎
町
長
率
い
る
町
民
の
皆
さ
ん
が
、

強
い
想
い
で
自
主
自
立
の
道
を
進
め
ら
れ
た
よ
う

に
、
我
々
も
今
、
60
年
前
の
原
点
に
立
ち
返
り
、
先

人
か
ら
受
け
継
い
だ
『
郷
土
お
お
ぐ
ち
』
を
、
ま
た

そ
の
先
の
60
年
後
の
お
お
ぐ
ち
に
引
き
継
げ
る
よ

う
、
ま
ち
づ
く
り
の
担
い
手
で
あ
る
住
民
の
皆
様
や

様
々
な
企
業
・
団
体
の
皆
様
方
と
力
を
合
わ
せ
、
努

力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

 　
　
（
令
和
４
年
度
「
施
政
方
針
」
か
ら
抜
粋
・
再
編
）
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※ 令和 3 年度 法人町民税均等割納税義務者数

町の沿革
　明治 22（1889）年10 月の町村制により、富成村、小口村、太田村の３か村ができました。
明治 28（1895）年に小口村の余野地区が柏森村（現扶桑町柏森）に合併されましたが、
明治 39（1906）年には、富成村、小口村、太田村の 3 か村と、柏森村の一部であった
余野が合併し、現在の大口町の基礎である大口村が誕生しました。
　昭和 37（1962）年 4 月には、大口村から大口町になりました。

　産業では純農村だった町が、昭和 30 年代から始まった企業誘致策により、現在では、
約 680 社の企業が立地し、多くの人が働くまでに発展しています。
※


