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JT-G7702 

トランスポートネットワークの SDN制御のためのアーキテクチャ 

 

Ⅰ.＜概要＞ 

TTC標準 JT-G7702は、接続指向回線および/またはパケット転送ネットワークの両

方に適用可能なトランスポートネットワークのソフトウェア定義ネットワーク(SDN)制御

のためのリファレンスアーキテクチャを記述している。このアーキテクチャは、論理関

数(抽象エンティティ対物理実装)を表す抽象コンポーネントとインタフェースの観点か

ら記述されている。 

 

Ⅱ.＜参考＞ 

１. 国際勧告等の関連 

本標準は、ITU-T勧告 G.7702 (04/2022) に準拠したものである。 

 

２．上記国際勧告等に対する追加項目等 

2.1 オプション選択項目 

なし 

2.2 ナショナルマター項目 

なし 

2.3 その他 

なし 

2.4 上記国際勧告等に対する変更事項 

なし 

2.5 参照した国際勧告との章立て構成の相違 

なし 

 

 

 

 JT-G7702 

Architecture for SDN control of transport networks 

 

Ⅰ.＜Overview＞ 

TTC Standard JT-G7702 describes the reference architecture for software defined 

networking (SDN) control of transport networks applicable to both connection-oriented 

circuit and/or packet transport networks. This architecture is described in terms of 

abstract components and interfaces that represent logical functions (abstract entities 

versus physical implementations). 

 

Ⅱ.＜References＞ 

1. Relation with international standards and national standards  

This standard is based on the ITU-T G.7702 (04/2022). 

 

2. Departures with international standards 

2.1 Selection of optional items 

None 

2.2 Definition of national matter items 

None 

2.3 Others 

None 

2.4 Changed items 

None. 

2.5 Difference of chapter setting up 

 None 
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３. 改版の履歴 

版数 制定日 改版内容 

第 1版 2025年 5月 22日 制定 (ITU-T勧告 G.7702 (04/2022)に準拠) 

 

４. 標準策定部門 

伝送網・電磁環境専門委員会 
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