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特集　日本・ブラジル 消費者法の現状と展望（一）

特
集
　
日
本
・
ブ
ラ
ジ
ル
消
費
者
法
の
現
状
と
展
望
（
一
）

質
疑
応
答

―
―
民
事
訴
訟
法
関
係
の
問
題
に
関
し
て
―
―

サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
法
学
部
教
授　

カ
ズ
オ
・
ワ
タ
ナ
ベ

法
務
研
究
科
教
授
・
法
学
部
教
授　

三　

木　
　

浩　

一

法
学
部
専
任
講
師　

工　

藤　
　

敏　

隆

（
工
藤
）

　

ブ
ラ
ジ
ル
の
同
種
個
別
的
権
利
の
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
や
、
い
わ
ゆ
る
日
本
版
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
一
段
階
目
の
判
決
で
す
が
、

原
告
勝
訴
の
場
合
に
は
判
決
の
効
力
で
あ
る
既
判
力
が
片
面
的
に
第
三
者
に
拡
張
さ
れ
る
も
の
と
理
解
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
既

判
力
は
当
事
者
の
有
利
に
も
不
利
に
も
及
ぶ
と
い
う
原
則
か
ら
す
れ
ば
、
既
判
力
の
片
面
的
な
拡
張
は
異
例
で
あ
り
、
原
告
・
被
告

間
の
公
平
に
反
す
る
と
い
う
素
朴
な
違
和
感
も
あ
り
ま
す
。そ
の
よ
う
な
批
判
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。ま
た
、ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン

の
既
判
力
が
個
別
訴
訟
に
は
及
ば
な
い
と
す
る
と
、
被
告
が
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
に
は
勝
訴
し
た
の
に
、
消
費
者
か
ら
の
個
人
的
な

請
求
権
に
基
づ
く
訴
え
が
幾
度
と
な
く
提
起
さ
れ
、
同
じ
争
点
が
何
度
も
争
わ
れ
る
と
い
う
問
題
が
生
じ
得
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、

そ
の
点
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
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（
ワ
タ
ナ
ベ
）

　

ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
同
種
個
別
的
権
利
の
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
で
は
（
八
一
条
三
号
）、
一
段
階
目
の
判
決
は
、
法
律
関
係
の
存
否

の
み
を
既
判
力
で
確
定
す
る
と
い
う
単
な
る
確
認
判
決
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
の
内
容
を
含
む
こ
と
か
ら
、
概
括
給
付
判
決
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
既
判
力
の
点
で
す
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
消
費
者
保
護
法
典
の
起
草
委
員
会
は
、
同
種
個
別
的
権
利
の

ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
に
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
い
て
既
に
存
在
し
て
い
た
モ
デ
ル
を
踏
襲
し
ま
し
た
。
そ
の
モ
デ
ル
と
は
、
一
九
八
五
年
の

公
共
民
事
訴
訟
に
関
す
る
法
律
で
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
訴
訟
の
結
果
に
よ
っ
て
原
則
的
に
既
判
力
を
生
じ
る
が
、
証
拠
不
足

に
よ
っ
て
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
場
合
に
は
、
既
判
力
は
生
じ
な
い
と
い
う
も
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
同
種
個
別
的
権
利
の
ク
ラ
ス

ア
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
も
、
証
拠
の
不
足
に
よ
っ
て
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
場
合
に
は
、
既
判
力
は
生
じ
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
証
拠

が
十
分
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
棄
却
さ
れ
た
判
決
の
み
が
、
既
判
力
を
生
じ
ま
す
（
一
〇
三
条
三
号
）。
し
か
も
、
そ
の
既
判
力

は
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
み
に
限
ら
れ
ま
す
の
で
、
個
々
人
の
権
利
は
何
ら
害
さ
れ
ず
、
各
権
利
者
は
個
別
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
裁
判
上
の
保
護
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
一
〇
三
条
二
項
）。

　

ブ
ラ
ジ
ル
で
は
、
三
木
先
生
の
命
名
に
従
え
ば
「
二
段
階
型
」
を
採
用
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
「
二
段
階
型
」
の
採
用
に
よ
っ
て
、

ブ
ラ
ジ
ル
に
は
適
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
「
オ
プ
ト
イ
ン
型
」
や
「
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
型
」
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
起
草

委
員
会
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
と
い
う
国
が
有
す
る
い
く
つ
か
の
特
性
を
考
慮
し
て
、
そ
の
よ
う
な
判
断
を
し
た
も
の
で
す
。
た
と
え
ば
、

ブ
ラ
ジ
ル
の
教
育
レ
ベ
ル
は
先
進
国
よ
り
も
低
レ
ベ
ル
で
あ
る
こ
と
、
大
陸
国
家
と
し
て
そ
の
国
土
面
積
が
非
常
に
大
き
い
こ
と
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
発
達
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
な
ど
で
す
。

（
三
木
）



35

特集　日本・ブラジル 消費者法の現状と展望（一）
　

日
本
版
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
工
藤
さ
ん
は
、
一
段
階
目
の
判
決
の
既
判
力
が
、
二
段
階
目
の
訴
訟
に
お
い
て
、
原
告

側
に
有
利
な
形
で
片
面
的
に
拡
張
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
た
よ
う
で
す
。
た
し
か
に
、
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
人
も
い
る
よ
う

で
す
。
し
か
し
、
制
度
の
仕
組
み
自
体
は
、
既
判
力
の
片
面
的
な
拡
張
は
採
用
し
て
い
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
一
段
階
目
の
共
通
義

務
確
認
訴
訟
に
お
い
て
、
被
告
の
共
通
義
務
が
一
部
だ
け
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
一
段
階
目
の
判
決
は
、
原
告
の
請
求
の
一
部
を

認
容
し
て
、
残
り
の
一
部
を
棄
却
す
る
判
決
に
な
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
一
部
認
容
判
決
で
す
。
こ
の
判
決
の
効
力
は
、
二
段
階
目
の

手
続
に
お
い
て
、
原
告
側
に
有
利
に
も
不
利
に
も
拡
張
さ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
一
段
階
目
で
原
告
側
が
敗
訴
し
た
部
分
に
つ
い
て

は
、
原
告
側
は
、
も
は
や
二
段
階
目
で
蒸
し
返
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
既
判
力
は
双
面
的
に
及
ぶ
の
で
す
。
二
段
階
目

の
手
続
は
、
一
段
階
目
で
原
告
側
が
勝
訴
し
た
場
合
ま
た
は
勝
訴
と
同
様
の
和
解
等
が
な
さ
れ
た
場
合
に
の
み
開
始
さ
れ
る
の
で
、

既
判
力
が
片
面
的
に
拡
張
さ
れ
る
よ
う
に
み
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
い
ま
の
例
の
よ
う
に
、
勝
訴
し
た
原
告
側
に
一
部
敗
訴

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
既
判
力
は
双
面
的
に
働
く
こ
と
が
よ
く
分
か
る
と
思
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
双
面
的
で
は
あ
っ
て
も
、
一
段
階
目
の
既
判
力
が
二
段
階
目
に
及
ぶ
こ
と
自
体
が
、
被
告
に
と
っ
て
不
利
で

は
な
い
か
と
い
う
議
論
は
あ
り
得
る
と
こ
ろ
で
す
。
つ
ま
り
、
被
告
の
企
業
は
、
二
段
階
目
で
手
続
に
加
入
し
て
き
た
個
々
の
消
費

者
を
相
手
方
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
共
通
義
務
の
存
否
を
争
う
機
会
を
与
え
ら
れ
な
い
の
は
、
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議

論
で
す
。
し
か
し
、
被
告
は
、
一
段
階
目
の
訴
訟
に
お
い
て
共
通
義
務
の
存
否
を
争
う
機
会
を
十
分
に
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
か

ら
、
そ
れ
で
既
判
力
の
根
拠
で
あ
る
手
続
保
障
は
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
今
回
の
立
法
の
考
え
方
で
す
。
共
通
義
務
は
、

文
字
ど
お
り
誰
に
対
し
て
も
共
通
に
問
題
と
な
る
義
務
で
す
の
で
、
す
べ
て
の
被
害
者
を
代
表
す
る
形
で
一
段
階
目
の
訴
え
を
提
起

し
た
特
定
適
格
消
費
者
団
体
と
の
間
で
争
う
機
会
を
与
え
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
被
告
が
同
じ
共
通
義
務
を
相
手
方
を
代
え
て
再
度
争

い
た
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
紛
争
の
蒸
し
返
し
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

次
に
、
工
藤
さ
ん
の
質
問
の
後
半
で
す
が
、
た
し
か
に
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
既
判
力
は
個
別
訴
訟
に
は
及
び
ま
せ
ん
か
ら
、
被
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告
が
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
に
は
勝
訴
し
た
の
に
、
消
費
者
か
ら
の
個
別
訴
訟
に
よ
っ
て
同
じ
争
点
が
何
度
も
争
わ
れ
る
可
能
性
が
あ

る
と
い
う
の
は
、
理
論
的
に
は
そ
の
と
お
り
で
す
。
し
か
し
、
今
回
の
立
法
で
は
、
損
害
額
が
巨
額
化
し
や
す
い
人
身
損
害
、
逸
失

利
益
、
慰
謝
料
、
拡
大
損
害
な
ど
は
、
す
べ
て
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
対
象
か
ら
除
か
れ
て
お
り
、
消
費
者
個
人
が
個
々
的
に
訴
え

を
提
起
す
る
の
は
難
し
い
事
案
の
み
が
対
象
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
工
藤
さ
ん
の
質
問
の
前
提
と
な
る
事
態
は
、
お
よ

そ
考
え
に
く
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
点
を
度
外
視
し
て
も
、
特
定
適
格
消
費
者
団
体
と
い
う
専

門
家
を
擁
す
る
組
織
が
敗
訴
し
て
い
る
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
同
じ
内
容
の
訴
訟
を
提
起
し
よ
う
と
い
う
個
人
は
、
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
工
藤
）

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
次
に
、
和
解
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
す
。
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い

て
、
通
常
訴
訟
と
異
な
る
特
別
な
ル
ー
ル
は
存
在
す
る
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
馴
れ
合
い
に
よ
る
和
解
に
つ
い
て
、
事
前
に
予
防
す

る
制
度
や
事
後
に
効
力
を
否
定
す
る
制
度
は
、
何
か
設
け
ら
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

（
ワ
タ
ナ
ベ
）

　

ブ
ラ
ジ
ル
の
制
度
で
は
、
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
和
解
も
個
人
訴
訟
に
お
け
る
和
解
と
特
に
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
ク

ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
和
解
の
特
別
な
ル
ー
ル
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
た
だ
、
二
〇
一
二
年
ブ
ラ
ジ
ル
消
費
者
保
護
法
典
改
正
案

の
一
つ
で
あ
る
消
費
者
信
用
と
多
重
債
務
に
関
す
る
法
案
（PLS nº 283/2012

）
で
は
、
多
重
債
務
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
な
和

解
ル
ー
ル
が
提
案
さ
れ
て
い
ま
す
（
新
設
さ
れ
る
第
五
章
の
新
一
〇
四
︲
Ａ
条
一
項
か
ら
五
項
）。
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（
三
木
）

　

日
本
版
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
に
も
、
ア
メ
リ
カ
の
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
に
み
ら
れ
る
裁
判
所
に
よ
る
和
解
案
の
認
可
の
制
度
の
よ

う
な
、
和
解
に
関
す
る
訴
訟
手
続
上
の
特
別
な
ル
ー
ル
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
代
わ
り
、
特
定
適
格
消
費
者
団
体
が
消
費
者
の
利
益

を
害
す
る
和
解
を
す
る
こ
と
を
実
質
的
に
防
止
す
る
た
め
に
、
訴
訟
手
続
外
の
制
度
を
い
く
つ
か
設
け
ま
し
た
。
第
一
に
、
特
定
適

格
消
費
者
団
体
は
、
一
段
階
目
の
共
通
義
務
確
認
訴
訟
で
は
、
共
通
義
務
の
存
否
に
関
す
る
和
解
し
か
で
き
な
い
も
の
と
す
る
規
定

を
設
け
て
い
ま
す
（
一
〇
条
）。
つ
ま
り
、
損
害
賠
償
の
支
払
い
な
ど
を
内
容
と
す
る
和
解
は
、
各
消
費
者
か
ら
の
授
権
を
受
け
て

行
う
二
段
階
目
に
お
い
て
、
初
め
て
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
第
二
に
、
事
後
的
な
制
度
と
し
て
、
一
段
階
目
の
共
通
義
務
確
認
訴

訟
に
お
い
て
原
告
の
特
定
適
格
消
費
者
団
体
と
被
告
の
企
業
が
共
謀
し
て
消
費
者
の
権
利
を
害
す
る
判
決
を
得
た
と
き
は
、
他
の
特

定
適
格
消
費
者
団
体
が
再
審
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
規
定
が
置
か
れ
ま
す
が
（
一
一
条
）、
こ
の
特
別
の
再
審

の
規
定
は
和
解
に
も
使
え
る
も
の
と
解
さ
れ
ま
す
。
第
三
に
、
特
定
適
格
消
費
者
団
体
は
共
通
義
務
確
認
訴
訟
に
お
い
て
訴
訟
上
の

和
解
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
他
の
特
定
適
格
消
費
者
団
体
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
す
る
義
務
が
あ
り

ま
す
（
七
八
条
一
項
七
号
）。
こ
れ
に
よ
り
、
他
の
特
定
適
格
消
費
者
団
体
や
行
政
に
よ
る
一
種
の
監
視
機
能
が
働
き
ま
す
の
で
、
事

実
上
、
不
相
当
な
和
解
を
す
る
こ
と
を
抑
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

（
工
藤
）

　

ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
同
士
が
競
合
す
る
場
合
、
ま
た
は
消
費
者
個
人
の
個
別
訴
訟
と
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
が
競
合
す
る
場
合
に
つ

い
て
、
ど
の
よ
う
な
処
理
手
段
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
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（
ワ
タ
ナ
ベ
）

　

現
行
制
度
の
下
で
は
、
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
同
士
、
ま
た
は
消
費
者
個
人
と
の
間
で
訴
訟
が
競
合
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
を

適
切
に
処
理
す
る
方
法
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
た
だ
、
実
務
で
は
、
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
方
が
優
先
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
二
〇
一
二
年
ブ
ラ
ジ
ル
消
費
者
保
護
法
典
の
改
正
案
の
一
つ
で
あ
る
集
団
訴
訟
に
関
す
る
改
正
案
（PLS nº 282/2012

）
で

は
、
個
人
訴
訟
に
対
す
る
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
優
先
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
新
八
一
条
三
項
）。

（
三
木
）

　

日
本
版
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
複
数
の
共
通
義
務
確
認
訴
訟
が
競
合
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
規
定
が
設
け
ら
れ
る
予
定
で

す
。
ま
ず
、
請
求
の
内
容
お
よ
び
相
手
方
が
同
一
で
あ
る
共
通
義
務
確
認
訴
訟
が
数
個
同
時
に
係
属
す
る
と
き
は
、
そ
の
弁
論
お
よ

び
裁
判
は
併
合
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
強
制
的
併
合
の
規
律
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す

（
七
条
一
項
）。
ま
た
、
事
実
上
お
よ
び
法
律
上
、
同
種
の
原
因
に
基
づ
く
共
通
義
務
確
認
訴
訟
が
異
な
る
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る

と
き
は
、
一
方
の
裁
判
所
は
、
そ
の
共
通
義
務
確
認
訴
訟
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
他
方
の
裁
判
所
に
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
六
条
六
項
）。
こ
れ
に
よ
り
、
移
送
を
受
け
た
裁
判
所
は
、
両
事
件
を
併
合
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
ち
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
裁
量

的
併
合
の
規
定
で
す
。

（
工
藤
）

　

ワ
タ
ナ
ベ
先
生
に
ブ
ラ
ジ
ル
の
制
度
に
つ
い
て
お
う
か
が
い
し
ま
す
が
、
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
通
常
訴
訟
に
な
い
特

別
の
証
拠
収
集
手
続
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
原
告
適
格
を
有
す
る
機
関
や
団
体
が
、
訴
訟
外

で
証
拠
収
集
を
行
う
何
ら
か
の
権
限
や
手
続
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
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（
ワ
タ
ナ
ベ
）

　

ブ
ラ
ジ
ル
法
で
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
法
上
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
制
度
に
相
当
す
る
証
拠
開
示
手
続
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

検
察
庁
が
原
告
と
な
る
場
合
に
は
、
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
開
始
に
先
立
っ
て
、
検
察
庁
が
証
拠
収
集
を
行
う
民
事
上
の
捜
索

（inquérito civil
）
と
い
う
制
度
が
存
在
し
ま
す
（
九
〇
条
）。


