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1. 自動車業界の環境規制・規制化の動向
◼ 自動車の環境規制というと、これまでは走行時のCO2排出量が規制されていたが、昨今はカーボンニュートラル（CN）に向けて、車

両のライフサイクル全体（揺り籠から墓場まで）でのCO2排出量の規制化が検討されている。=> 車両LCA(Life Cycle 
Assessment)

◼ CNに向けて車両の電動化が進んでいるが、その中でもCO2排出のホットスポットは電池であり、喫緊の課題は欧州電池規制対応

今まで

今後～

バッテリーにはリチウム、コバルト、ニッケル、グラファイトなどが必
要。これらの材料の採掘と精製プロセスはエネルギー集約的で、
化石燃料によるエネルギーが使用されることが多いため、大量
のCO2が排出される。

Tank to Weel(TtW) から LCAへ
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車両LCA 電池規制



Copyright© Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

CONFIDENTIAL

欧州電池規制は、持続可能性の向上とサーキュラーエコノミー（循環型経済）の促進を目的としたEUの新しい規制。
主にバッテリーの設計、生産、使用、リサイクルの全ライフサイクルを対象とし、環境負荷を低減することを目指す。

背景
◼ 電池需要の増加

電気自動車（EV）や再生可能エネルギー普及に伴い電池需要が急増、持続可能な電池設計と原材料確保を重要視
◼ 資源の効率的利用とリサイクル

電池に含まれるコバルト、リチウム、ニッケルなどの貴重な資源の回収と再利用の促進する必要性

認証機関が評価する項目

認証の観点で既存の車両法規との大きな違い

サプライチェーン情報や電池組成に関わる情報
といった機微情報を収集し、第3者機関に提出
して認証を受ける必要あり。

右図赤字部分が認証要である項目。
・DD＝2025年8月
・CFP宣言＝（2026年）
・リサイクル含有率＝2028年8月

1. 自動車業界の環境規制・規制化の動向
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(a) the carbon footprint model used for the calculation;
(b) any cut-off applied in the modelling, the resulting mass balance gap and an indication to which 
activity data or dataset the missing mass is assigned;
(c) the functional unit and all the information needed to calculate it;
(d) the details of all the company-specific data, including:
(i) one or more tables containing all LCI, activity data and elementary flows, the corresponding 
background dataset used, if applicable, and the values of the DQR criteria of each dataset (‘inventory 
tables’). The tables shall include the list of parameters provided in section 2.3.5, including the bill of 
materials or ingredients, such as substance names, units and quantities, information on origin, grades 
or purities, yield rates, where applicable, recycled content and other technically or environmentally 
relevant characterisation, the procedure used for company-specific data collection, estimation and 
calculation, the data source where applicable, the data collection period, and a justification if data 
collection is done for periods of time other than the default timeframes specified in this Annex;
(ii) to which life cycle stage they belong;
(iii) an indication of whether they have been used for modelling the mandatory company-specific or 
non-mandatory company-specific processes;
(iv) all data sources, mathematical treatments applied to the data, and any underlying documentation 
needed to establish the reliability of the company-specific data.
(e) the details of all secondary and company-specific datasets used, including:
(i) for non-mandatory most relevant processes, whether secondary or company-specific datasets were 
used, the method of selecting the datasets including any relevant assumptions and justifications such as 
the choice of a proxy in the case of TeR equalling four, which datasets were used, whether the 
electricity in the ‘-1 level’ was changed and, in case it was changed, the justification for such change. In 
case company-specific datasets were used for non-mandatory most relevant processes in the raw 
material acquisition and pre-processing life cycle stage, the reference flow, the specific concentration on 
the target metal, and other substances contained as impurities in the target material, in concentration 
or specific content of relevant elements, to allow a proper mass balance check;
(ii) for all secondary datasets the exact name of the dataset, the source, its UUID, location, dataset type 
(‘LCI result’ or ‘partially terminated’), the values of the DQR criteria, and the time validity;
(iii) for all the company-specific datasets, the exact name of the dataset, its UUID, location, dataset type 
(‘LCI result’ or ‘partially terminated’), the values of the DQR criteria, and the time validity;
(f) the details of how the carbon footprint of electricity use was determined, including:
(i) where applicable, evidence for the values used for directly connected generated electricity;
(ii) where applicable, which datasets have been used for the average electricity consumption mix;
(g) the details of how allocation was applied, including:

(i) indication of the multifunctional processes for which an allocation was applied and the allocation factors 
used;
(ii) which point of the hierarchy in section 2.5.1 was applied in each case with a justification of why any 
earlier points in the hierarchy could not be applied;
(iii) in case of allocation based on physical relationships, which physical relationship has been used, a 
justification thereof, and the underlying data sources;
(iv) in case of economic allocation, the prices and the corresponding sources including the considered 
timespans used for the economic allocation, and justification for any timespans applied that are shorter 
than the default ones;
(v) the datasets or activity data to which the allocation factors apply shall be indicated in the inventory 
tables;
(vi) if allocation is done for energy and auxiliary inputs of production lines as referred to in section 2.5.2, 
the method applied and a justification thereof;
(vii) the implementation of the virtual housing approach, including all assumptions and dimensioning 
parameters used with details of the model and experimental values used, including details concerning the 
reference thickness values for any materials other than aluminium, steel or carbon fibres based material, a 
tabulated mass balance of the real housing and of the virtual housing, the value of torsional stiffness of 
the vehicle with battery housing and the value of torsional stiffness of the vehicle without battery housing, 
and the carbon footprint of the battery when using the real housing;
(h) the details of the recycled content and end of life modelling, including:
(i) the parameters used in the CFF for all materials with evidence for the cases where values other than 
the default values were used;
(ii) in case of recycled content higher than zero, the evidence for the recycled content share;
(iii) in case of a company-specific return rate, the evidence for the share of the batteries are covered by 
an ownership business model where the property of the battery stays with the manufacturer together 
with evidence of the higher return rate, including evidence that the batteries covered under that rate will 
be recycled in accordance with Regulation (EU) 2023/1542;
(iv) in case of a company-specific battery cell recycling process, the evidence that the batteries will be 
recycled in a specific recycling plant and that the recycling process corresponds to the battery model for 
which the carbon footprint is declared;
(i) the categories of the transport means and the estimated distances;
(j) the public version of the carbon footprint study.

カーボンフットプリント報告書(非公開版)

検証用提出資料に含めるべき項目は以下の通り。
(a) 算定に使用したカーボンフットプリントの算定モデル
(b) 算定に適用されたカットオフ、結果として生じるマスバランスギャップ、
及び不足している物質量がどの活動量データまたはデータセットに割り当て
られているかの表示
(c) 機能単位とその計算に必要な全ての情報
(d) 全ての企業固有のデータの詳細
(e) 使用された全ての二次データセット及び企業固有のデータセットの詳
細
(f) 電力使用のカーボンフットプリントがどのように決定されたかの詳細
(g) 配分がどのように適用されたかの詳細
(h) リサイクル含有率及び使用後処理段階(EoL)の算定の詳細
(i) 輸送手段の種類及び推定距離
(j) 公開版カーボンフットプリント報告書

◼ 提出する報告書には公開版、非公開版があり、非公開版は以下の通り、秘匿度が高い情報が多く記載。
◼ OEM(最下流)～サプライヤー(最上流)までのサプライチェーン樹形図が分かる情報や電池の組成(設計)情報を含む。
◼ 欧州の認証機関に機微情報が集約され、欧州の第3者機関に機微情報の管理を委ねる構造が論点。

ご参考)欧州電池規制でCFPで要求される情報

機微情報
・サプライチェーンの情報
・電池の組成（設計）情報
・etc
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OEM⇔サプライヤーのデータ授受はどうなっているか？
◼サプライチェーンからデータを収集するためのデータ連携する仕組みを構築し、ABtC*による運用開始
◼運用システムは、トレードシークレット・データ主権の担保の下、OEMとサプライヤーのデータ授受が可能。

1. 自動車業界の環境規制・規制化の動向

*1 自動車蓄電池トレーサビリティ推進センター https://abtc.or.jp/
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2．規制化に向けた課題

◼ 論議中ではあるが、法規要求の認証については、データは欧州当局が認可した第3者機関（Notified Body：NB)に
提出する必要があり、欧州に個社の機微情報が蓄積されてしまう。

◼ CFP算定の認証方法にいずれのオプションでもNBに検証・認証段階で機微に関する情報が確認されてしまう。
◼ 機微な情報が国外の認証機関であると情報漏洩の懸念が大きい。
◼ さらには違法性確認の為にガバメントアクセスは許容範囲ではあるが、自国産業に有利になるそれ以外の用途(例:輸出入規

制)につながることも懸念。

欧州に個社の機微情報が
蓄積されてしまう。
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3．課題に向けた対策の可能性と要望①

◼日本の認証機関(NB)の欧州電池法規要件の認証プロセスへの関与を場合分けした。
◼自動車産業目線からすると、機微情報が日本のNBに留まるOP2もしくは3が望ましい。

対応OP 認証 評価 受付窓口

OP 1

OP ２

OP ３

海外NB 海外NB

海外NB
日本
NB

日本
NB

日本
NB

日本
NB

日本
NB

日本
NB

考察

×評価時点で欧州の認証機
関にデータが蓄積される

〇評価は日本のNBであり、
データは日本のNBに留まる。
認証機関から確認を求められ
る場合も想定される

◎認証機関も日本のNBであ
り、情報管理の信頼性が高
い
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3．課題に向けた対策の可能性と要望②
◼ これまで自動車産業の欧州電池規則で課題を考察してきた。
◼ 認証産業活用のありかた検討会では、産業軸/地域軸で競争関係、法規制、トランザクションの性格も異なるこ

とを考慮し、認証産業の考え方を検討したらどうかと考える。

地
域
軸

産業軸

欧州

中国

北米

ASE

AN

蓄電池・自動車 産業/生活支援ロボット ・・・船舶

EU電池規則
NBに機微情報を届け出

機械指令2006/42/EC

機能安全 IEC 61508

NBに機微情報を届け出

・蓄電池総合管理弁法
・CFPの国家標準(GB）
・2023/12 黒鉛輸出規制

舶用機器指令（Directive 
2014/90/EU ）に基づく
ClassNKの検査、審査および証明
サービス

対応の方向性

・IR法
・NRPM(ｺﾈｸﾃｯﾄﾞｶｰ規制)

（いわゆるmade in US(輸
入)規制）
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ご清聴ありがとうございました
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