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JT-G7701 

共通管理項目 

 

Ⅰ.＜概要＞ 

TTC 標準 JT-G7701 では、転送ネットワークの管理に対するソフトウェア定義ネッ

トワーク(SDN)と自動交換光ネットワーク(ASON)のいずれかのアプローチの使用に

共通する管理制御コンポーネントの概念と側面について説明する。また、管理制御

機能とトランスポートネットワークリソース間の相互作用の共通側面についても説明

する。 

 

 

Ⅱ.＜参考＞ 

１. 国際勧告等の関連 

本標準は、ITU-T勧告 G.7701 (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-G7701 

Common control aspects 

 

Ⅰ.＜Overview＞ 

TTC Standard ITU-T G.7701 describes the concepts and the aspects of management 

control components that are common to the use of either software defined networking 

(SDN) and automatically switched optical network (ASON) approaches to the 

management of a transport network. It also describes the common aspects of the 

interaction between the management-control functions and the transport network 

resources. 

 

Ⅱ.＜References＞ 

1. Relation with international standards and national standards  

This standard is based on the ITU-T G.7701(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.7701 (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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