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Solidarity, Conflict, and the Space in Between
—Political Relations between Asians, Blacks, and Latinos in the U.S.—

連帯、対立、そしてそのあいだ
―アメリカのアジア人、黒人、ラテンアメリカ人グループ間における政治関係―

2024年7月2日（火）10:00-12:00
明治大学駿河台キャンパス リバティ・タワー（12階）1125教室

講演詳細（使用言語は英語です）

アメリカにおいて、ホワイト・アライシップ（白人によるマイノリテ

ィ支援）は、非白人の政治的影響力の源泉として、唯一とは（どころか

一番重要とさえ）いえない。2020年、同僚の白人警察官がジョージ・フ

ロイドを膝で抑えつけている数歩先で、モン族出身の警察官が群衆を押

し返していた風景は、アメリカでよく語られる、アジア系 vs. ラテンアメ

リカ系／黒人グループ間の関係を具現化している。すなわち、アジア系

アメリカ人は、ラテンアメリカ人・黒人に対して犯される不正義に対し

て、良くて無関心、悪ければ積極的な加害者だというのである。一方で

アジア系アメリカ人自身も、黒人・ラテンアメリカ人のように民族差別

のターゲットにならない、という訳ではない。アジア人と黒人・ラテン

アメリカ人の違いは、彼らを別々の、時に対立しうる、道に追い込むの

だろうか？それとも、彼らの（経験やアイデンティティにおける）共通

性は、マイノリティ間で政治的なアライシップを促すのだろうか？

本講演（および同タイトルの書籍企画）は、内集団（ingroup)と外集

団(outgroup)の民族差別の区別、および自己表現的（expressive)と道具

的（instrumental)な利害の区別を通してこれらの質問に答える。そして、

アメリカにおける、書類なき／不法移民、アファーマティブ・アクショ

ン、Black Lives Matter運動に関する３つの実証研究、およびアメリカを

超えて、フランス・カナダ・日本におけるアジア系と非アジア系の移民

間の連帯と対立に関する検討を通じて、次の答えを提示する：アジア系

アメリカ人を、黒人・ラテンアメリカ人と白人の中間として位置づける

ような民族グループ関係は、マイノリティ・グループ間における対立を

必ずしも引き起こさない。アジア系アメリカ人が、自分たち自身に対す

る民族差別だけでなく黒人やラテンアメリカ人に対する差別を、また、

実利な利害だけでなく黒人やラテンアメリカ人と共通するアイデンティ

ティに基づく利害を、認識していれば、連帯は可能なのである。

In the U.S., White allyship is not the only— or even the most important— source of political power for non-Whites. 

In 2020, the Hmong American cop who stood a few steps away and held back the crowd while his White colleague 

kneeled on top of George Floyd personifies dominant narratives of Asian-Latino and Asian-Black relations in the 

U.S.. At best, Asian Americans have been apathetic to injustices committed against Latino and Black Americans; at 

worst, they have been active perpetrators. Yet, Asian Americans are themselves no strangers to racial discrimination. 

Is it a matter of inevitability that Asian differences from Blacks and Latinos drive them down separate, and 

sometimes conflicting, paths? Or can their commonalities-- in experiences and identity-- motivate political allyship?

This lecture (and a book project of the same title) answers these questions by distinguishing between in-group 

versus out-group racial discrimination, as well as expressive versus instrumental interests. Through three empirical 

studies focusing on undocumented/ illegal immigration, affirmative action, and Black Lives Matter protests in the 

U.S. and the examination of solidarity and conflict between Asian and non-Asian migrants outside of the U.S. in 

France, Canada, and Japan, it arrives at the answer that the racial order which “triangulates” Asian Americans as 

“middlemen” between Blacks, Latinos and Whites does not inevitably lead to conflict. Solidarity is possible when 

Asian Americans not only perceive racial discrimination against themselves, but against Blacks and Latinos as well; 

when they not only perceive utilitarian interests, but also identity-based interests with Blacks and Latinos.

講師紹介

Dr. Fan Lu
(Queen’s 

University, 

Canada)

クイーンズ大学（カナダ）政治学科で助教授

を務める。エモリー大学（アメリカ）で経済学

学士号、カリフォルニア大学デービス校（アメ

リカ）で政治学博士号を取得。クイーンズ大学

では、比較政治学及びジェンダーと政治につい

て、特に民族と移民の視点から講義を行ってい

る。また、カナダ社会・人文科学研究会議

（SSHRC）の助成による非白人カナダ人の民族

理解に関する研究プロジェクト（2023-2028）

の研究代表者の1人である。これまでの研究成果

は、 Politics, Groups and Identities, Social 

Science Quarterly, International Journal of 

Public Opinion Researchなどの国際査読学術誌

から出版されている。

Fan Lu is assistant professor of Political Studies at Queen’s University in 

Canada. Dr. Lu earned an undergraduate degree in Economics from Emory 

University and a doctorate degree in Political Science from the University of 

California, Davis. At Queen’s University, Dr. Lu writes and teaches courses 

on comparative politics as well as gender politics, with an emphasis on 

issues related to race and immigration. Dr. Lu is one of three principal 

investigators on a 2023-2028 grant funded by the Canadian Social Sciences 

and Humanities Research Council to examine how non-White Canadians 

understand race. Dr. Lu’s research has been published or is forthcoming in 

outlets such as Politics, Groups and Identities, Social Science Quarterly, 

and the International Journal of Public Opinion Research.

主催：政治経済学部 専任講師 加藤言人

共催： 明治大学 国際連携本部

問い合わせ先： gentok@meiji.ac.jp

本講演は、将来公開する可能性がある「映像記
録」を撮影いたしますので、あらかじめご了承
ください。
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