
   

1/5 

JT-G872 

光伝送網のアーキテクチャ 

 

Ⅰ. ＜概要＞ 

この標準はJT-G805にて記載されているモデリング方式を用いて光伝送網の機能構

造について述べている。光伝送網の機能はネットワークレベルの観点から記載されて

おり、光ネットワークレイヤ構造、クライアントの独自の情報、クライアント/サーバレイ

ヤの結合、ネットワークトポロジ、そして光信号の伝送、多重、ルーティング、監視、パ

フォーマンス評価、ネットワークサバイバビリティを提供するレイヤネットワーク機能に

ついても記述されている。 

 

本標準はディジタル信号をサポートする光伝送網の基本的な記述に限定される。ア

ナログ信号およびディジタル/アナログ混在についてのサポートは現在の概要の範囲

外である。 

 

光ネットワークの設計はネットワーク要素とそれらのトポロジの数により導かれる劣化

の蓄積によって課せられる制限に従うことが認識されている。しかしながらこれらの劣

化の多くとそれらの効果の大きさは本標準に記述されているアーキテクチャの特定技

術の実施に関係があり、それゆえ技術の進歩により変化する。従がってそれらの効

果のそのような記述は本標準の概要の範囲外である。 

 

 

Ⅱ. ＜参考＞ 

１. 国際勧告等との関係 

  本標準は、ITU-T 勧告 G.872 (11/2001) ,G.872Amendment 1 (12/2003) , G.872 

Corrigendum 1 (01/2005)に準拠したものである。 

 

２．上記国際勧告等との相違 

 JT-G872 

Architecture of optical transport networks 

 

Ⅰ.＜Overview＞ 

This Recommendation describes the functional architecture of optical transport 

networks using the modelling methodology described in ITU-T Rec. G.805. The optical 

transport network functionality is described from a network level viewpoint, taking into 

account an optical network layered structure, client characteristic information, 

client/server layer associations, networking topology, and layer network functionality 

providing optical signal transmission, multiplexing, routing, supervision, performance 

assessment, and network survivability. 

This Recommendation is restricted to the functional description of optical transport 

networks that support digital signals. The support of analogue or mixed 

digital/analogue signals is outside of the current scope. 

It is recognized that the design of optical networks is subject to limitations imposed by 

the accumulation of degradations introduced by the number of network elements and 

their network topology. However, many of these degradations and the magnitude of 

their effects are associated with particular technological implementations of the 

architecture described in this Recommendation and are therefore subject to change as 

technology progresses. As such the description of these effects is outside the scope 

of this Recommendation. 

from ITU-T G.872 (11/2001) © ITU-T 
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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 
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なし 
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なし 
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なし 
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